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一
、
は
じ
め
に

　

西
行
［1118‒

90

］
は
、
花
月
の
歌
僧
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
そ
の
生

涯
に
多
く
の
桜
と
月
の
歌
を
詠
み
、
そ
の
歌
に
は
桜
と
月
に
惹
か
れ
翻
弄

さ
れ
る
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。た
と
え
ば
、桜
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

彼
の
私
家
集
『
山
家
集
』
に
は
「
花
の
歌
あ
ま
た
詠
み
け
る
に
」〔
春
・

六
二
～
八
六
〕
と
い
う
二
十
五
首
に
及
ぶ
歌
群
が
あ
り
、
そ
の
前
半
部
分

〔
六
二
～
七
六
〕
十
五
首
の
う
ち
九
首
も
、「
心
」「
心
地
」
と
い
う
言
葉

と
と
も
に
桜
に
対
す
る
思
い
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い（

1
（

。

心
に
詠
ず
る
花

─
西
行
和
歌
に
お
け
る
歌
道
と
仏
道
の
共
振
─

荒
木
優
也

　
　
　
　

花
の
歌
あ
ま
た
詠よ

み
け
る
に

　

○ 

吉よ
し

野の

山く
も

雲
を
は
か
り
に
尋た
づ

ね
い
り
て
心こ
こ
ろに
か
け
し
花
を
見み

る
か
な

 

〔
六
二
〕

　

○
思お
も

ひ
や
る
心
や
花は
な

に
行ゆ

か
ざ
ら
ん
霞か
す
みこ

め
た
る
み
吉よ
し

野の

の
山や
ま〔

六
三
〕

　
　

 

お
し
な
べ
て
花は
な

の
盛さ
か

り
に
成
り
に
け
り
山や
ま

の
端は

ご
と
に
か
か
る
白し
ら

雲く
も

 

〔
六
四
〕

　
　

 
紛ま
が

ふ
色い
ろ

に
花
さ
き
ぬ
れ
ば
吉よ
し

野の

山
春は
る

は
晴は

れ
せ
ぬ
峰み
ね

の
し
ら
雲

 

〔
六
五
〕

　

○ 

吉よ
し

野の

山
梢こ
ず
ゑの

花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
そ
は
ず
成
り
に
き

 

〔
六
六
〕
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○ 
あ
く
が
る
る
心こ
こ
ろは
さ
て
も
山や
ま

桜ざ
く
ら

散ち

り
な
ん
の
ち
や
身み

に
帰か
へ

る
べ
き

 

〔
六
七
〕

　

○ 

花
見み

れ
ば
そ
の
謂い
は

れ
と
は
な
け
れ
ど
も
心
の
う
ち
ぞ
苦く
る

し
か
り
け
る

 

〔
六
八
〕

　

○
白し
ら

川か
は

の
梢こ
ず
ゑを

見
て
ぞ
慰な
ぐ
さむ

る
吉よ
し

野の

の
山
に
通か
よ

ふ
心
を
〔
六
九
〕

　

△
し
ら
か
は
の
春
の
梢こ
ず
ゑの
鶯
は
花は
な

の
こ
と
ば
を
き
く
心こ
こ

地ち

す
る〔
七
〇
〕

　
　

 

ひ
き
か
へ
て
花は
な

み
る
春
は
夜よ
る

は
な
く
月
見
る
秋あ
き

は
昼ひ
る

な
か
ら
な
ん

 

〔
七
一
〕

　
　

 

花
散ち

ら
で
月
は
曇く
も

ら
ぬ
世よ

な
り
せ
ば
物
を
思お
も

は
ぬ
わ
が
身
な
ら
ま
し

 

〔
七
二
〕

　
　

 

比た
ぐ

ひ
な
き
花は
な

を
し
枝え
だ

に
咲さ

か
す
れ
ば
桜
に
な
ら
ぶ
木
ぞ
な
か
り
け
る

 

〔
七
三
〕

　
　

 

身
を
わ
け
て
見
ぬ
梢こ
ず
ゑな

く
尽つ

く
さ
ば
や
よ
ろ
づ
の
山や
ま

の
花
の
盛さ
か

り
を

 
〔
七
四
〕

　

△ 

さ
く
ら
咲さ

く
四よ

方も

の
山や
ま

辺べ

を
兼か

ぬ
る
間ま

に
の
ど
か
に
花は
な

を
見
ぬ
心こ
こ

地ち

す
る 
〔
七
五
〕

　

○ 

花は
な

に
染そ

む
心こ
こ
ろの
い
か
で
残の
こ

り
け
ん
捨す

て
果は

て
て
き
と
思
ふ
我
が
身
に

 

〔
七
六
〕

　
「
心
」
を
詠
ん
だ
七
首
に
は
○
、「
心
地
」
を
詠
ん
だ
二
首
に
は
△
を
つ

け
て
示
し
て
み
た
。「
心
に
か
け
し
花
」〔
六
二
〕
の
た
め
「
思
ひ
や
る
心
」

〔
六
三
〕
が
生
じ
、
そ
の
「
心
は
身
に
も
そ
は
ず
」〔
六
六
〕
桜
に
「
あ

く
が
る
る
心
」〔
六
七
〕
が
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、「
心
の
う
ち
」
が
桜
を
見

る
と「
苦
し
」く
感
じ〔
六
八
〕、桜
の
咲
く「
吉
野
の
山
に
通
う
心
」〔
六
九
〕

を
慰
め
る
た
め
に
吉
野
と
同
じ
く
花
の
名
所
で
あ
る
白
川（

2
（

の
桜
を
見
る

と
、
鶯
の
鳴
く
声
に
「
花
の
こ
と
ば
」
を
聞
い
た
「
心
地
」〔
七
〇
〕
が

す
る
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
山
の
花
を
見
る
と
「
の
ど
か
に
花
を
見
ぬ

心
地
」〔
七
五
〕
が
し
、
そ
う
い
っ
た
感
情
も
「
花
に
染
む
心
」〔
七
六
〕

の
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
執
着
に
染
ま
る
心
は
捨
て

た
は
ず
で
あ
っ
た
自
分
を
省
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
の
あ
と
に
釈
迦
の

命
日
と
同
じ
二
月
十
五
日
に
自
ら
の
死
を
願
う
次
の
有
名
な
歌
が
配
列
さ

れ
る
。願ね

が

は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死し

な
ん
そ
の
如き
さ

月ら
ぎ

の
望も
ち

月づ
き

の
頃こ
ろ〔
七
七
〕

　

な
ぜ
こ
の
歌
は
、
こ
の
位
置
に
並
び
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
執
着
の
心
と

往
生
の
願
い
と
は
、
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
願
は
く
は
」
詠
に
つ
い
て
は
、
松
野
陽
一
氏
が
「
永
遠
な
る
美
の
世

界
─
象
徴
と
し
て
の
月
と
花
と
─
に
自
己
を
合
一
せ
し
め
ん
と
す
る
願
い

が
、
同
時
に
仏
者
と
し
て
の
宗
教
的
な
到
達
点
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
、
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あ
ら
ま
ほ
し
き
臨
終
」
と
解
説
し
、
山
田
昭
全
氏
が
「
花
・
月
は
、
西
行

が
日
本
の
国
土
で
見
た
桜
や
月
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
同
時
に
釈
迦
入
涅
槃

時
の
沙
羅
双
樹
と
月
と
の
象
徴
で
も
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、
西
澤
美
仁
氏

が
「
和
歌
の
数
奇
を
仏
教
の
往
生
に
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
、
生
涯
を
懸

け
た
執
念
の
論
理
が
模
索
さ
れ
続
け
、〈
略
〉
月
の
美
も
花
の
美
も
、
金

色
に
荘
厳
さ
れ
た
極
楽
世
界
に
転
位
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
世
に
は
な
い

美
の
極
致
が
幻
想
さ
れ
る
」
と
言
及
す
る（

3
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
願
は
く
は
」
詠
に
は
、
前
歌
七
六
番
歌
の
桜
に
染
ま
る
、

仏
教
が
忌
避
す
べ
き
執
着
の
心
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
道
を
探

す
か
の
よ
う
な
西
行
の
立
場
が
見
え
て
く
る
。
お
そ
ら
く
は
「
願
は
く
は
」

詠
に
お
よ
ぶ
心
の
歴
程
を
示
す
の
が
六
二
～
七
六
番
歌
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
歌
群
冒
頭
の
六
二
番
歌
に
お
い
て
「
心
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
群
の
主
題
の
一
つ
は
花
と
心
と
の
関
係
を
示
す

こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
六
六
～
六
九
番
歌
に
「
心
」
を

詠
み
込
ん
だ
歌
が
四
首
も
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か
し
ら
の
意
図
が

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
二
～
七
七
番
歌
の
表
現
を
分

析
す
る
こ
と
は
、
西
行
に
お
け
る
仏
教
と
和
歌
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
山
家
集
』
は
段
階
的
に
成
立
し
た
こ
と
が
研
究
史
の
な
か
で

論
じ
ら
れ
て
き
た
。本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
掲
出
箇
所
に
つ
い
て
は「
撰

集
の
や
う
な
る
物
」〔『
長
秋
詠
藻
』
雑
・
四
〇
一
詞
書
。『
三
五
代
集
』

を
さ
す
。
七
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
千
載
和
歌
集
』
の
前
身
と
推
定
さ
れ

る
〕の
編
纂
資
料
と
し
て
、西
行
に
よ
っ
て
撰
者
藤
原
俊
成［1114‒

1204

］

に
提
出
さ
れ
た
段
階
の
「
山
家
集
」〔
一
～
九
三
四
部
分（

4
（

〕
に
入
っ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
寺
澤
行
忠
氏
に
よ
れ
ば
七
〇
～
八
四
の
十
五
首
は

「
あ
る
段
階
で
後
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

（
（

」
と
い
う
。
本
稿
で
重
視
す

る
七
六
・
七
七
番
歌
は
そ
の
後
補
部
分
に
あ
た
る
が
、俊
成
提
出「
山
家
集
」

を
増
補
し
千
三
百
首
段
階
〔
一
～
一
三
六
九
〕
と
な
っ
た
「
山
家
集
」
か

ら
西
行
が
自
詠
三
六
〇
首
を
抽
出
し
編
纂
し
た
『
山
家
心
中
集
』
に
は
収

録
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、こ
の
箇
所
の
配
列
意
図
を
考
え
る
こ
と
は
、

俊
成
へ
の
「
山
家
集
」
提
出
時
（
仁
安
元
年
［1167

］
一
月
以
前（

6
（

）
か
ら

『
山
家
心
中
集
』
成
立
時
（
仁
安
三
年
［1168

］‒

安
元
元
年
［117（

］）

ま
で
に
西
行
が
到
達
し
た
和
歌
観
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、「
花
の
歌
あ
ま
た
詠
み
け
る
に
」
歌
群
の
う
ち
六
二
～

七
六
番
歌
の
「
心
」
と
「
花
」
の
表
現
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
西
行
五
十

代
に
は
成
立
し
て
い
た
和
歌
観
、
す
な
わ
ち
歌
道
と
仏
道
の
共
振
に
つ
い

て
述
べ
て
い
く
。
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二
、�「
思
ひ
や
る
心
」
か
ら
「
染
む
心
」
へ�

�

─
花
へ
の
思
い
の
深
ま
り
と
執
着
─

　

当
該
歌
群
六
二
～
七
六
番
歌
で
「
心
」
と
花
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
三

つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
ａ
．
六
二
・
六
三
番
歌
の
二
首
、
ｂ
．

六
六
～
六
九
番
歌
の
四
首
、
ｃ
．
七
六
番
歌
の
一
首
で
あ
る
（「
心
地
」

に
つ
い
て
は
、「
心
」
と
別
の
言
葉
と
し
て
扱
う
）。

　

ま
ず
ａ
か
ら
見
て
い
こ
う
。

吉
野
山
雲
を
は
か
り
に
尋
ね
い
り
て
心
に
か
け
し
花
を
見
る
か
な

 

〔
六
二
〕

　

六
二
番
歌
は
、
雲
の
様
子
を
目
処
に
吉
野
山
を
尋
ね
分
け
入
り
て
「
心
」

に
気
に
掛
け
て
い
た
花
を
見
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。「
は
か
り
」
は
、

和
歌
に
は
用
例
が
少
な
く（

7
（

、
そ
の
た
め
散
文
作
品
を
見
て
み
る
と
、『
伊

勢
物
語
』
二
十
一
段
に
お
い
て
女
に
去
ら
れ
た
男
が
「
い
づ
か
た
に
求
め

ゆ
か
む
と
、
門
に
い
で
て
、
と
見
か
う
見
、
見
け
れ
ど
、
い
づ
こ
を
は
か

り
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
れ
ば
」
と
女
の
行
方
に
見
当
が
つ
か
な
い
場
面
で

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
目
当
て
・
目
処
・
見
当
の
意
味
を
持
つ
。
漢
字

を
あ
て
る
な
ら
ば
「
計
り
・
量
り
・
秤
」
で
あ
り
、
四
句
目
の
「
か
け
」

と
縁
語
に
な
っ
て
い
る
。
散
文
的
表
現
を
和
歌
に
取
り
入
れ
る
の
が
、
西

行
ら
し
い
破
格
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
こ
の
歌
は
和
歌
の

伝
統
的
表
現
も
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
雲
が
吉
野
山
の
花
の
見

当
に
な
る
か
の
理
由
と
も
関
わ
る
。

　

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
は
「
春
の
朝
あ
し
た

吉よ
し

野の

の

山
の
さ
く
ら
は
人
麿ま
ろ

が
心
に
は
雲く
も

か
と
の
み
な
む
お
ぼ
え
け
る
」
と
、
現

存
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
を
代
表
す
る
歌
人
柿
本
人
麻
呂
の
「
心
」
に

は
吉
野
山
に
咲
く
桜
が
ま
る
で
雲
か
と
ば
か
り
思
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
記

述
が
あ
り
、
こ
こ
に
吉
野
山
の
桜
と
雲
と
の
見
立
て
が
成
立
し
て
い
る
。

西
行
は
、
こ
の
伝
統
的
な
捉
え
方
を
踏
ま
え
て
、
雲
を
目
処
に
桜
を
尋
ね

入
る
の
で
あ
る
。
西
行
と
い
う
歌
人
の
特
色
と
し
て
そ
の
破
格
な
表
現
に

目
が
向
き
が
ち
で
あ
る
が
、
西
行
は
和
歌
の
伝
統
を
意
識
し
た
歌
人
で
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
歌
が
そ
の
良
い
例
で
あ
ろ
う
。

津つ

の
国く
に

の
難
波
の
春
は
夢ゆ
め

な
れ
や
蘆あ
し

の
枯か
れ

葉は

に
風
わ
た
る
な
り 

 
 

〔『
新
古
今
集
』
冬
・
六
二
五
「
題
し
ら
ず
」〕

　

春
と
冬
と
の
対
比
の
な
か
で
冬
の
寂
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

上
二
句
で
津
の
国
（
摂
津
国
。
現
大
阪
府
北
部
・
兵
庫
県
東
部
に
あ
た
る
）
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の
「
難
波
の
春
」
が
示
さ
れ
た
あ
と
そ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
だ
な
と
い
い
、

そ
し
て
そ
の
夢
か
ら
覚
め
た
あ
と
の
下
三
句
に
お
い
て
、
蘆
の
枯
れ
葉
の

音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
吹
き
渡
る
風
の
音
が
聞
こ
え
る
と
詠
う
。
も
し
か
し

た
ら
、
こ
の
冬
の
音
こ
そ
が
夢
を
破
っ
た
原
因
か
も
し
れ
な
い
。
上
句
と

下
句
で
、
春
と
冬
、
夢
と
現
実
と
が
あ
ざ
や
か
に
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
更
に
こ
こ
に
は
古
と
今
と
の
対
比
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
本

歌
が
あ
る
。

　
　

 

正
月
ば
か
り
に
津つ

の
国く
に

に
侍は
べ

り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と
に
言い

ひ
遣つ
か

は
し
け
る

心こ
こ
ろあ

ら
む
人
に
見み

せ
ば
や
津つ

の
国く
に

の
難な
に

波は

わ
た
り
の
春は
る

の
け
し
き
を 

 

〔『
後
拾
遺
集
』
春
上
・
四
三
／
能
因
〕

　

西
行
に
先
行
す
る
旅
の
歌
僧
能
因
［988‒

没
年
未
詳
］
の
歌
で
あ
る
。

和
歌
の
情
緒
を
解
す
る
心
を
持
つ
人
に
是
非
こ
の
津
の
国
の
難
波
の
素
晴

ら
し
い
景
色
を
見
せ
た
い
も
の
で
す
、
と
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
西
行
は
こ

の
能
因
の
歌
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
因
が
求
め
て
い
た
「
心
あ
ら

む
人
」
そ
れ
は
自
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
景
色
を
自
分
は
見
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
儚
い
夢
で
あ
っ
た
。
上
二
句
は
能
因
の
古
、
下
三
句
は

西
行
の
今
と
い
う
対
比
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
憧
れ
で
あ
る
古
の
歌

僧
能
因
と
の
ひ
と
と
き
の
出
会
い
、
し
か
し
、
現
実
は
葦
は
枯
れ
、
そ
こ

に
は
寒
い
風
が
吹
き
渡
る
。
な
ん
と
も
言
え
な
い
寂
し
さ
、
荒
涼
感
が
こ

こ
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、な
ぜ
こ
の
歌
が
和
歌
の
伝
統
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。

そ
れ
を
論
じ
る
た
め
、
更
に
歌
を
紹
介
し
た
い
。

霜し
も

枯が

れ
の
こ
や
の
八や

重へ

葺ぶ

き
葺ふ

き
か
へ
て
葦あ
し

の
若わ
か

葉ば

に
春は
る

風か
ぜ

ぞ
吹ふ

く

〔『
秋
篠
月
清
集
』
院
初
度
百
首
（
正
治
初
度
百
首
）

春
廿
首
・
七
〇
七
〕

　
『
新
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
を
執
筆
し
た
藤
原
良
経
［1169‒

1206

］

の
歌
で
あ
る
。
霜
枯
れ
て
い
た
小
屋
の
八
重
葺
き
の
屋
根
を
新
し
く
葺
き

替
え
、
そ
し
て
葦
の
若
葉
に
は
春
風
が
吹
い
て
い
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
津つ

の
国く
に

の
こ
や
と
も
人
を
い
ふ
べ
き
に
暇ひ
ま

こ
そ
な
け
れ
蘆あ
し

の
八や

重へ

葺ぶ
き

」〔『
後
拾
遺
集
』
恋
二
・
六
九
一
／
和
泉
式
部
〕

が
参
考
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
西
行
の
歌
も
意
識
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
こ
や
」
は
「
小
屋
」
で
あ
る
と
同
時
に
摂

津
国
の
「
昆こ

陽や

」
を
示
す
こ
と
か
ら
、
良
経
詠
も
西
行
詠
と
同
様
に
摂
津

国
を
歌
の
舞
台
と
し
て
お
り
、
西
行
の
「
蘆
の
枯
葉
」
に
対
し
「
蘆
の
若

葉
」
に
、
冬
の
「
風
」
で
は
な
く
「
春
風
」
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
対
応
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関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
能
因
・
西
行
詠
に

こ
の
良
経
詠
を
並
べ
る
と
、
共
通
し
て
〈
難
波
の
春
〉
の
情
景
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
で
は
、
何
故
こ
の
三
人
は
〈
難
波

の
春
〉
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
で
〈
難
波
の
春
〉
と
い
え
ば
、

次
の
歌
が
思
い
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

難な
に

波は

津づ

に
咲さ

く
や
こ
の
花
冬ふ
ゆ

ご
も
り
今い
ま

は
春は
る

べ
と
咲さ

く
や
こ
の
花は
な

 

〔『
古
今
集
』
仮
名
序
〕

　
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
見
ら
れ
る
こ
の
歌
は
、
王
仁
が
大お

ほ
さ
ざ
き
の
み
か
ど

鷦
鷯
帝
（
仁

徳
天
皇
）
の
即
位
を
言
祝
ぐ
歌
で
あ
り
、
仮
名
序
で
は
「
歌う
た

の
父ち
ち

母は
は

」
の

一
首
と
も
言
わ
れ
る
。
能
因
詠
の
「
心
あ
ら
む
」
を
和
歌
の
情
緒
を
解
す

る
心
と
解
釈
し
え
る
の
は
、
こ
の
歌
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
『
古
今
集
』
仮
名
序
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
る
難
波
津
の
風
景
を
能

因
・
西
行
・
良
経
が
同
じ
く
見
る
と
い
う
こ
と
は
、『
古
今
集
』
か
ら
続

く
和
歌
の
心
、
伝
統
と
い
う
も
の
を
三
人
と
も
に
受
け
継
い
で
い
る
と
い

う
こ
と
の
確
認
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
良
経
は
の
ち
に
『
新
古
今
集
』

の
仮
名
序
を
書
く
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
西
行
が
和
歌
の
伝
統
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

六
二
番
歌
の
「
は
か
り
」
と
い
う
言
葉
と
の
関
連
を
考
え
る
と
、
桜
を
見

る
と
き
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
示
さ
れ
る
和
歌
の
「
心
」（
こ
こ
で
は
そ

の
心
を
代
表
す
る
歌
聖
「
人
麿
が
心
」）
を
目
処
・
基
準
に
す
る
の
だ
と

い
う
意
志
も
示
す
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
和
歌
の
伝

統
に
則
り
つ
つ
も
和
歌
で
は
用
い
て
こ
な
か
っ
た
「
は
か
り
」
と
い
う
散

文
的
な
言
葉
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
、
西
行
が
和
歌
の
伝
統
と
逸
脱
を
あ
わ

せ
詠
む
立
場
が
見
え
て
く
る
。

　

次
の
六
三
番
歌
で
は
、
心
が
ど
の
よ
う
に
桜
と
関
わ
っ
て
い
く
か
が
具

体
的
に
詠
ま
れ
て
い
く
。

思
ひ
や
る
心
や
花
に
行
か
ざ
ら
ん
霞
こ
め
た
る
み
吉
野
の
山〔
六
三
〕

　

吉
野
山
の
霞
の
奥
に
あ
る
桜
を
思
い
を
馳
せ
る
と
心
が
晴
れ
晴
れ
と
し

な
い
こ
と
は
な
い
と
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
思
ひ
や
る
」
は
、
思
い
を
馳

せ
る
の
意
で
、『
古
今
集
』
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
（『
万
葉
集
』
に
お
け

る「
思
ひ
や
る
」は
気
を
晴
ら
す
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る（

8
（

）。た
と
え
ば
、

北
国
に
い
る
人
に
送
っ
た
紀
貫
之
［
生
年
未
詳‒

946

頃
］
の
歌
「
思
ひ

や
る
越こ
し

の
白
山
し
ら
ね
ど
も
一ひ
と

夜
も
夢
に
越こ

え
ぬ
夜よ

ぞ
な
き
」〔『
古
今
集
』

雑
下
・
九
八
〇
「
越こ
し

な
り
け
る
人
に
遣つ
か

は
し
け
る
」。『
拾
遺
集
』
に
も
入

集
〕
で
は
、
あ
な
た
の
い
る
北
国
に
あ
る
白
山
を
私
は
知
ら
な
い
け
れ
ど

も
夢
の
な
か
で
は
そ
の
見
た
こ
と
も
な
い
白
山
を
越
え
な
い
日
が
な
い
ほ
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ど
に
貴
方
に
思
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
、
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
貫
之
詠
で

あ
る
が
、
歌
だ
け
を
見
る
と
遠
く
離
れ
た
恋
人
に
対
し
て
詠
っ
た
よ
う
に

も
見
え
る
。
同
じ
く
『
古
今
集
』
で
「
思
ひ
や
る
」
と
「
夢
」
を
併
せ
詠

ん
だ「
思
ひ
や
る
境さ
か
ひは

る
か
に
な
り
や
す
る
惑ま
ど

ふ
夢
路ぢ

に
逢あ

ふ
人
の
な
き
」

〔『
古
今
集
』
恋
一
・
五
二
四
／
読
人
し
ら
ず
「
題
し
ら
ず
」〕
は
、
思
い

を
馳
せ
る
土
地
の
範
囲
が
遙
か
遠
く
に
ま
で
広
が
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の

か
、
私
が
さ
ま
よ
う
夢
路
に
逢
う
人
が
い
な
い
の
で
す
、
と
い
う
恋
歌
で

あ
る
こ
と
か
ら
貫
之
詠
も
恋
歌
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
雑
下
の
部
立
に
配

列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
実
際
は
恋
人
で
は
な
く
知
り
合
い
・
友
人
に
対

し
て
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
貫
之
詠
に
恋
歌
的
表
現
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ
は
、

知
り
合
い
・
友
人
に
対
す
る
思
い
を
述
べ
る
た
め
に
恋
歌
的
表
現
を
応
用

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
応
用
の
融
通
無
碍
さ
は
貫
之

と
同
じ
く
『
古
今
集
』
の
撰
者
で
あ
る
凡
河
内
躬
恒
［
生
没
年
未
詳
］
の

歌
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
。

　
　

 

師し
は
す走
ば
か
り
に
、
大や
ま
と和
へ
事
に
つ
き
て
ま
か
り
け
る
ほ
ど
に
、

宿や
ど

り
て
侍
り
け
る
人
の
家
の
娘む
す
めを

思
ひ
か
け
て
侍
り
け
れ
ど
、

や
む
ご
と
な
き
こ
と
に
よ
り
て
罷ま
か

り
上の
ぼ

り
に
け
り
、
明あ

く
る

春は
る

、
親お
や

の
も
と
に
遣つ
か

は
し
け
る 

み
つ
ね

春か
す
が日

野の

に
生お

ふ
る
若わ
か

菜な

を
見
て
し
よ
り
心
を
常つ
ね

に
思
ひ
や
る
か
な

 

〔『
後
撰
集
』
春
上
・
一
三
〕

　

春
の
部
立
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
若
菜
に
思
い
を
馳
せ
る
さ
ま
が
詠
ま

れ
て
い
る
と
表
面
的
に
は
捉
え
ら
れ
る
が
、
詞
書
を
見
る
と
そ
こ
に
重
ね

ら
れ
て
い
る
他
の
思
い
も
読
み
取
れ
る
。
十
二
月
頃
に
大
和
国
へ
あ
る
仕

事
で
訪
れ
た
躬
恒
は
、
宿
と
し
た
家
の
娘
に
懸
想
し
た
が
、
避
け
る
こ
と

の
出
来
な
い
用
事
の
た
め
に
京
へ
戻
り
、
翌
年
の
春
に
親
の
も
と
へ
送
っ

た
歌
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
で
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
お

け
る
大
和
国
の
春
日
野
で
み
つ
け
た
若
菜
と
は
娘
を
指
し
、
娘
に
い
つ
も

思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
恋
の
思
い
の
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
四
季
歌
と
恋
歌
が
融
通
無
碍
に
重
な
り
合
っ
て

お
り
、
躬
恒
詠
は
恋
歌
と
も
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、「
娘
に
懸
想
す
る

形
を
か
り
て
の
、
家
主
へ
の
挨
拶
か
」（
和
泉
叢
書
）
と
も
、
ま
た

「
春か
す
が日
野の

の
雪ゆ
き

間ま

を
分わ

け
て
生お

ひ
出い

で
く
る
草
の
は
つ
か
に
見
え
し
君き
み

は

も
」〔『
古
今
集
』
恋
一
・
四
七
八
／
壬
生
忠
岑
〕
と
「
競
作
し
た
虚
構
の

作
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
」（
岩
波
新
大
系
）
と
も
指
摘
さ
れ
、
実
質

は
四
季
歌
と
も
恋
歌
と
も
雑
歌
と
も
決
め
が
た
い
歌
で
は
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
ら
『
古
今
集
』
撰
者
た
ち
の
歌
か
ら
は
、「
思
ひ
や
る
」

が
恋
歌
的
表
現
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
恋
以
外
に
も
応
用
で
き
る
歌
語
で
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あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
た
上
で
更
に
西
行
以
前
の
「
思
ひ
や
る
」
の
表
現
史
を

確
認
し
て
お
こ
う
。
特
に
「
思
ひ
や
る
心
」
と
い
う
表
現
が
勅
撰
集
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
絞
っ
て
見
て
い
き
た
い
。
西
行

詠
六
三
番
歌
と
同
様
に
桜
を
詠
ん
だ
歌
に
以
下
の
歌
が
あ
る
。

　
　

 

後
冷
泉
院
御
時
、上う
へ

の
男を
の
こど

も
花は
な

見み

に
ま
か
り
て
歌う
た

な
ど
詠よ

み
、

高た
か

倉く
ら

の
一
宮
の
御
方か
た

に
持も

て
参ま
ゐ

り
て
侍は
べ

り
け
る
に 

一
宮
駿
河

思お
も

ひ
や
る
心
ば
か
り
は
桜
さ
く
ら

花ば
な

た
づ
ぬ
る
人
に
遅
れ
や
は
す
る 

 
 

〔『
後
拾
遺
集
』
春
上
・
八
六
〕

　

祐
子
内
親
王
［1038‒

110（

］（
高
倉
の
一
宮
）
に
仕
え
た
女
房
の
駿

河
［
生
没
年
未
詳
］
が
内
親
王
の
も
と
に
届
い
た
歌
に
対
し
て
、
花
見
に

は
同
道
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
花
に
思
い
を
馳
せ
る
心
だ
け
は
花
を
尋
ね

た
皆
様
に
遅
れ
は
取
っ
て
い
ま
せ
ん
、
と
桜
へ
の
思
い
の
深
さ
を
詠
ん
で

返
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
心
ば
か
り
は
」
と
い
う

表
現
で
あ
る
。
岩
波
新
大
系
が
「『
身
』
は
赴
か
な
か
っ
た
が
、『
心
』
だ

け
は
」
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、「
心
」
と
「
身
」
を
別
の
も
の
と
し

て
表
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
思
ひ
や
る
」
対
象
へ
の
深
い
思
い
を
強
調

し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
西
行
が
よ
く
詠
ん
だ

月
に
つ
い
て
も
「
思
ひ
や
る
心
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
先
行
例
が
あ
る
。

　
　

月
を
待
つ
心こ
こ
ろを

詠
め
る 

大
江
嘉
言

秋お
も

の
夜よ

の
月
ま
ち
か
ね
て
思お
も

ひ
や
る
心こ
こ
ろい
く
た
び
山
を
越こ

ゆ
ら
む 

 
 

〔『
詞
花
集
』
秋
・
一
〇
四
〕

　

月
を
待
ち
か
ね
、
月
に
思
い
を
馳
せ
る
心
は
何
度
も
山
を
越
え
た
こ
と

で
し
ょ
う
、
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
「
思
ひ
や
る
」
は
「
想

像
す
る
の
意
だ
が
、『
思
ひ
を
遣
る
』
と
解
し
て
、『
思
ひ
』
が
山
を
越
え

て
月
の
方
に
飛
ん
で
行
く
と
と
り
な
」
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
（
岩
波
新

大
系
）、
そ
れ
は
「
月
の
出
を
求
め
て
、
心
の
み
東
の
方
に
山
越
え
す
る

と
し
た
の
が
趣
向
」（
和
歌
大
系
）
を
実
現
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
心
と
月
と
を
客
体
化
し
擬
人
化
し
て
月
を
恋
う
歌
と

し
て
構
成
」（
和
泉
叢
書
）
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た

一
宮
駿
河
の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
に「
心
」が
擬
人
化
さ
れ
て
お
り
、「
花
」

の
「
方
に
飛
ん
で
ゆ
く
」
と
解
釈
し
得
る
だ
ろ
う
。「
思
ひ
や
る
心
」
は

思
い
を
馳
せ
る
、
想
像
す
る
意
と
と
も
に
対
象
に
具
体
的
に
向
か
っ
て
い

く
様
を
も
示
す
強
調
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
他

の
西
行
以
前
の
勅
撰
集
に
お
け
る「
思
い
や
る
心
」も
確
認
し
て
み
よ
う
。
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①
思
ひ
や
る
心
は
常つ

ね

に
通か
よ

へ
ど
も
相
坂
の
関
越こ

え
ず
も
あ
る
か
な

 
〔『
後
撰
集
』
恋
一
・
五
一
六
／
三
統
公
忠
「
題
し
ら
ず
」〕

　

②
思
ひ
や
る
心
に
た
ぐ
ふ
身
な
り
せ
ば
一ひ
と

日ひ

に
千ち

度た
び

君
は
み
て
ま
し

 

〔『
後
撰
集
』
恋
二
・
六
七
八
／
大
江
千
古
「
題
し
ら
ず
」〕

　

③
思
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
障さ
は

ら
じ
を
何へ
だ

隔
つ
ら
ん
峰
の
白
雲

　
　
　
　
　

 〔『
後
撰
集
』
離
別
羈
旅
・
一
三
〇
六
／
橘
直
幹
「
遠と
ほ

く
ま

か
り
け
る
人
に
餞
し
侍
り
け
る
所
に
て
」〕

　

④
お
も
ひ
や
る
心
の
空そ
ら

に
ゆ
き
帰か
へ

り
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
語か
た

ら
ま
し
か
ば

　
　
　
　
　

 〔『
後
拾
遺
集
』
恋
三
・
七
三
一
／
藤
原
通
俊
「
遠と
ほ

き
所と
こ
ろに

侍

け
る
女を
む
なに
遣つ
か

は
し
け
る
」〕

　

⑤ 

夜
な
夜
な
は
目め

の
み
覚さ

め
つ
つ
思お
も

ひ
や
る
心こ
こ
ろや

行ゆ

き
て
お
ど
ろ
か
す

ら
ん 

〔『
後
拾
遺
集
』
恋
四
・
七
八
五
／
道
命
法
師
「
題
不
知
」〕

　

⑥
思お
も

ひ
や
る
心
さ
へ
こ
そ
寂さ
び

し
け
れ
大お
ほ

原は
ら

山や
ま

の
秋あ
き

の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

　
　
　
　
　

 〔『
後
拾
遺
集
』
雑
三
・
一
〇
三
八
／
藤
原
国
房
「
良
暹
法
師

の
許
に
遣
し
け
る
」〕

　

⑦
思お
も

ひ
や
る
心
さ
へ
こ
そ
苦く
る

し
け
れ
有あ
ら
ち乳

の
山や
ま

の
冬
の
け
し
き
は

　
　
　
　
　

 〔『
金
葉
集
二
度
本
』
雑
上
・
五
九
七
／
親お
や

「
返
し
」（
越
中

国
に
い
る
娘
の
歌
に
対
す
る
都
の
親
の
返
歌
）。
三
奏
本
に

も
入
集
〕

　

以
上
、
七
首
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
首
の
部
立
が
恋
で
あ
る
。
恋

歌
以
外
に
つ
い
て
先
に
確
認
す
る
と
、
③
『
後
撰
集
』
離
別
羈
旅
の
橘
直

幹
詠
、
⑥
『
後
拾
遺
集
』
雑
三
の
藤
原
国
房
詠
、
⑦
『
金
葉
集
二
度
本
』

雑
上
の
親
詠
は
、
遠
く
離
れ
る
友
人
間
や
親
子
間
の
情
を
詠
ん
だ
も
の
で

あ
り
、
先
の
貫
之
詠
で
も
述
べ
た
と
お
り
恋
歌
的
表
現
を
応
用
し
て
対
象

に
対
す
る
思
い
の
深
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
恋
歌
に
つ
い
て
も

見
て
い
く
と
、
①
②
が
恋
の
相
手
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
る
心
を
擬
人
化

し
、
あ
た
か
も
恋
人
に
向
か
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
心
を
詠
ん
で
い
く
。

①
は
「
心
は
常
に
通
へ
ど
も
」
と
心
が
実
体
を
と
も
な
っ
て
恋
人
の
も
と

を
訪
れ
る
か
の
よ
う
に
詠
み
、
②
は
そ
う
い
っ
た
い
つ
も
恋
人
の
も
と
へ

通
っ
て
い
る
心
に
身
が
連
れ
だ
っ
て
行
っ
た
な
ら
ば
私
は
あ
な
た
に
一
日

に
千
度
も
逢
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
、
と
恋
の
思
い
の
強
さ
を
強
調
し

て
詠
む
。
相
手
に
対
す
る
強
い
思
い
を
持
つ
ゆ
え
に
、
恋
人
の
も
と
を
い

つ
も
訪
れ
る
人
か
の
よ
う
に
「
思
ひ
や
る
心
」
は
擬
人
化
さ
れ
表
現
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
心
の
擬
人
化
は
人
々
の
願
望
で
も
あ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
④
で
は
本
当
に
心
が
実
際
に
空
を
飛
び
、
遠
く
に
住
む
恋
す

る
貴
方
と
逢
っ
て
こ
の
も
ど
か
し
さ
を
語
り
逢
え
た
ら
い
い
の
に
、
と
詠

む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑤
の
よ
う
に
毎
夜
眠
る
こ
と
な
く
思
い
を
馳
せ
る

私
の
心
は
そ
ち
ら
に
向
か
い
安
眠
し
て
い
る
あ
な
た
の
眠
り
を
覚
ま
さ
せ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
、
と
私
の
ほ
う
が
あ
な
た
よ
り
も
強
く
恋
い
慕
っ
て
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い
る
の
だ
と
い
う
相
手
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る（

9
（

。

　

西
行
詠
六
三
番
歌
に
は
、
こ
う
い
っ
た
対
象
に
強
く
思
い
を
馳
せ
、
さ

ら
に
は
実
体
化
す
る
か
の
よ
う
な
強
調
表
現
「
思
ひ
や
る
心
」
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
六
三
番
歌
に
関
し
て
は
、「
こ
の

奥
に
花
が
あ
る
と
想
像
す
る
と
心
に
必
ず
花
が
咲
き
、
そ
の
幻
の
花
に
満

足
し
て
気
は
晴
れ
る
」（
和
歌
大
系
）
と
「
や
」
を
反
語
と
す
る
解
釈
も

あ
る
が
、「
思
ひ
や
る
」
と
い
う
歌
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
や
」
を

詠
嘆
と
と
り
「
思
い
や
る
心
が
花
に
ま
で
と
ど
か
な
い
の
か
、
吉
野
山
に

は
霞
が
立
ち
こ
め
て
い
て
、
花
を
眺
め
る
す
べ
も
な
い
」（
岩
波
大
系
）

と
ま
ず
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
西
行
は
「
思
ひ
や
る

心
」
が
満
た
さ
れ
ず
更
に
花
を
求
め
て
い
く
こ
と
で
、
想
像
の
花
さ
え
も

求
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
い
っ
た
「
思
ひ
や
る
心
」
が
至

り
つ
く
先
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ｃ
．
七
六
番
歌
の
「
花
に
染
む
心
」

で
あ
ろ
う
。

 

花
に
染
む
心
の
い
か
で
残
り
け
ん
捨
て
果
て
て
き
と
思
ふ
我
が
身
に 

 

〔
七
六
〕

　

花
に
執
着
す
る
心
が
ど
う
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ

う
い
っ
た
心
は
捨
て
去
っ
た
と
思
っ
て
い
た
出
家
の
我
が
身
な
の
に
、
と

悟
ら
れ
ぬ
自
ら
を
省
み
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
花
に
心
が
染
ま
る
状

態
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
紹
介
し
た

い
。　

　

題
し
ら
ず　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

 

心
ざ
し
深ふ
か

く
染そ

め
て
し
居
り（

（1
（

け
れ
ば
消き

え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら

む
〔
春
上
・
七
〕

　
　
　

あ
る
人
の
曰い
は

く
、
前
さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

太
政
大
臣
の
歌
な
り

　

こ
の
歌
の
「
心
ざ
し
」
に
つ
い
て
は
、
岩
波
新
大
系
が
『
古
今
集
』
仮

名
序
冒
頭
「
や
ま
と
う
た
は
人
の
心こ
こ
ろを

種た
ね

と
し
て
よ
ろ
づ
の
言こ
と

の
葉は

と
ぞ

な
れ
り
け
る
」
に
影
響
を
与
え
た
『
毛
詩
正
義
』
周
南
の
「
情
動
二

於
中
一

。

還
是
在
レ

心
為
レ

志（
（（
（

」
を
引
用
し
「
情
が
動
い
て
、
そ
の
ま
ま
心
の
中
に
留

ま
る
の
を
言
う
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
歌
語
と
し
て
は
珍
し
い
『
こ
こ

ろ
ざ
し
』
と
直
截
に
飾
ら
ず
に
よ
み
出
し
た
上
句
が
、
春
へ
の
期
待
を
強

く
示
す
」
と
言
及
す
る
。
そ
し
て
、「
春
を
あ
こ
が
れ
る
強
い
思
い
に
、

心
を
深
く
染
め
通
し
た
の
で
、
春
が
来
て
も
消
え
残
っ
て
い
る
雪
が
花
に

見
え
た
の
だ
ろ
う
」
と
現
代
語
訳
す
る
よ
う
に
、
花
に
染
ま
る
心
と
は
心

の
な
か
に
そ
の
強
い
思
い
が
留
ま
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
片
桐
洋
一
氏

は
「
み
ず
か
ら
の
心
が
春
を
待
望
し
、
花
を
希
求
す
る
が
ゆ
え
に
、
消
え
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残
っ
て
い
る
春
雪
を
花
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ

の
歌
の
場
合
は
、『
心
に
思
ふ
こ
と
』
が
眼
前
に
あ
る
景
物
（
こ
の
場
合

は「
雪
」）よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く
『
古
今
集
』
的
詠
法
の
典
型
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

」
と
指

摘
す
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
西
行
詠
六
三
番
歌
が
心
に
思
う
桜
が
霞
よ
り

も
優
先
し
表
れ
て
く
る
こ
と
と
も
通
底
す
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
古
今
集
』
恋
部
に
は
「
紅
の
は
つ
花
染ぞ

め
の
色
ふ
か

く
思
ひ
し
心
我
忘わ
す

れ
め
や
」〔
恋
四
・
七
二
三
／
よ
み
人
し
ら
ず
「
題
し
ら

ず
」〕
の
歌
が
あ
り
、
深
く
相
手
を
思
っ
た
こ
と
を
初
咲
き
の
紅
花
で
染

め
た
色
が
深
い
こ
と
に
喩
え
て
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
花
の
色
そ
の
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
数
首
あ
と

に「
色
も
な
き
心
を
人
に
染そ

め
し
よ
り
う
つ
ろ
は
む
と
は
思お
も

ほ
え
な
く
に
」

〔
恋
四
・
七
二
九
／
紀
貫
之
「
題
知
ら
ず
」〕
と
相
手
に
染
ま
っ
た
（
あ
な

た
色
に
染
ま
っ
た
）
心
が
褪
せ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
歌
が
あ
る

こ
と
も
興
味
深
い
。
結
果
的
に
は
「
世
中
の
人
の
心
は
花
染ぞ

め
の
う
つ
ろ

ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
」〔『
古
今
集
』
恋
五
・
七
九
七
／
よ
み
人
し

ら
ず
「
題
し
ら
ず
」〕
と
詠
わ
れ
る
よ
う
に
色
褪
せ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

染
ま
っ
た
当
初
は
褪
せ
る
こ
と
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
西
行
も
出
家
す
れ
ば
こ
の
花
に
染
ま
っ
た
心
の
色
も
い
ず
れ

は
色
褪
せ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
褪
せ
る
こ

と
な
く
「
心
ざ
し
深ふ
か

く
染そ

」
ま
り
、
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

「
心
が
花
に
染
ま
る
ほ
ど
の
愛あ
い

染ぜ
ん

頓と
ん

着じ
や
く」（

岩
波
新
大
系
『
山
家
心
中
集
』）

で
あ
り
、
仏
教
の
忌
避
す
る
執
し
ゆ
う

着じ
や
くの
心
で
あ
る
。『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』

〔
一
七
一
〕
の
詞
書
に
「
出
家
の
後
、
花
見
あ
り
き
て
詠よ

み
け
る
」
と
あ

る
よ
う
に
出
家
後
す
ぐ
に
詠
ま
れ
た
こ
の
歌
で
、
西
行
は
「
桜
の
花
の
美

し
さ
に
憑
か
れ
る
心
が
、
修
行
に
向
か
う
意
志
の
妨
げ
と
な
っ
て
残
っ
て

い
る（

（1
（

」
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
深
い
執
着
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

深
く
往
生
を
願
う「
願
は
く
は
」詠
を
次
の
歌
と
し
て
並
べ
る
の
で
あ
る
。

と
書
き
つ
つ
も
、
や
は
り
花
へ
の
執
着
か
ら
往
生
へ
は
飛
躍
が
あ
る
。
ま

た
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
花
の
美
と
往
生
の
美
と
は
「
願
は
く
は
」

詠
で
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
重
ね
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
ｂ
．
六
六
～
六
九
番
歌
の
四
首
を

見
て
い
き
た
い
。

三
、
詠
歌
と
観
想　

─
歌
道
と
仏
道
と
の
共
振
─

 
吉
野
山
梢
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
そ
は
ず
成
り
に
き

 

〔
六
六
〕

 

あ
く
が
る
る
心
は
さ
て
も
山
桜
散
り
な
ん
の
ち
や
身
に
帰
る
べ
き

 

〔
六
七
〕
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花
見
れ
ば
そ
の
謂
れ
と
は
な
け
れ
ど
も
心
の
う
ち
ぞ
苦
し
か
り
け
る 

 

〔
六
八
〕

白
川
の
梢
を
見
て
ぞ
慰
む
る
吉
野
の
山
に
通
ふ
心
を
〔
六
九
〕

　

ま
ず
六
六
番
歌
で
は
、
花
を
見
た
日
か
ら
「
心
」
が
「
身
」
に
添
わ
な

く
な
っ
た
、
つ
ま
り
は
「
心
」
が
浮
か
れ
出
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を

詠
む
。
そ
れ
を
受
け
て
次
の
六
七
番
歌
で
は
、
そ
の
花
に
よ
り
憧
れ
出
た

「
心
」は
桜
が
散
っ
た
後
に
身
に
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
お
り
、

六
六
・
六
七
番
歌
が
対
応
関
係
と
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、六
八
番
歌
で
は
、

理
由
は
何
か
わ
か
ら
な
い
が
花
を
見
る
と
心
が
苦
し
い
の
だ
と
述
べ
、

六
九
番
歌
で
は
そ
の
吉
野
の
山
に
「
通
ふ
心
」
を
慰
め
る
た
め
に
京
・
白

川
の
桜
の
梢
を
見
る
の
だ
と
い
う
。

　

六
八
番
歌
を
除
く
六
六
・
六
七
・
六
八
番
歌
に
つ
い
て
は
、「
思
ひ
や
る

心
」
の
歌
と
同
様
に
「
心
」
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三

首
に
つ
い
て
は
、
遊
離
魂
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
昔

の
人
は
霊
魂
は
肉
体
よ
り
遊
離
し
て
『
あ
く
が
れ
い
づ
る
も
の
』
と
考
え

た
」（
古
典
集
成
）、「
花
に
恋
う
遊
離
魂
の
態
度
」（
岩
波
新
大
系
）、「
遊

離
魂
の
花
へ
の
転
用
。
恋
歌
的
表
現
」（
和
歌
大
系
）、「
心
は
花
に
あ
こ

が
れ
出
て
、
身
に
添
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
歌
と
共
に
遊
離
魂
現

象
は
恋
の
物
思
い
に
通
有
」（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
。
以
上
六
六
番
歌
）、

「
花
に
惹
か
れ
て
遊
離
す
る
魂
」（
和
歌
大
系
・
六
七
番
歌
）、「
花
へ
の

愛
着
が
高
じ
た
た
め
に
『
通
う
心
』
が
身
か
ら
遊
離
す
る
の
を
、
懸
命
に

紛
ら
そ
う
と
す
る
」（
和
歌
大
系
・
六
九
番
歌
）
と
い
う
言
及
が
あ
る
。

西
行
以
前
の
和
歌
に
も
遊
離
魂
は
詠
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
次
の
『
伊

勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
の
歌
や
、
古
典
集
成
が
指
摘
す
る
和
泉
式
部
［
生

没
年
未
詳
］
の
歌
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

思
ひ
あ
ま
り
出
で
に
し
魂
の
あ
る
な
ら
む
夜
ぶ
か
く
見
え
ば
魂
む
す

び
せ
よ 

〔『
伊
勢
物
語
』
百
十
段
・
一
八
九
／
男
〕

歎な
げ

き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
褄つ
ま

 

〔『
源
氏
物
語
』
葵
・
一
一
七
／
も
の
の
け
〕

も
の
思お
も

へ
ば
沢さ
は

の
螢ほ
た
るも

我わ
が

身み

よ
り
あ
く
が
れ
出い

づ
る
魂た
ま

か
と
ぞ
見み

る

　
　
　

 〔『
後
拾
遺
集
』
神
祇
・
一
一
六
二
／
和
泉
式
部
「
男を
と
こ

に
忘わ
す

ら
れ
て
侍
け
る
こ
ろ
貴き

船ぶ
ね

に
参ま
ゐ

り
て
御み
た
ら
し

手
洗
川が
は

に
螢ほ
た
るの
飛と

び

侍
け
る
を
み
て
詠よ

め
る
」〕

　

遊
離
魂
を
詠
ん
だ
こ
れ
ら
の
歌
に
は
、「
魂た

ま

」
と
い
う
言
葉
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
六
六
・
六
七
・
六
九
番
歌
に
つ
い
て
は
「
魂
」
の

語
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
西
行
詠
の
「
心
」
も
遊
離
魂
に
ま
で
発
展
し
得
る
、

も
し
く
は
匹
敵
す
る
状
態
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
魂
」
で
は
な
く
「
心
」
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と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
拘
り
た
い
。
西
行
の
場
合
、『
伊
勢

物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
古
代
的
ま
た
は
民
俗

的
な
遊
離
魂
で
は
な
い
。
ま
た
、
和
泉
式
部
詠
の
よ
う
に
遊
離
魂
が
「
螢
」

に
化
身
し
て
外
界
に
具
現
化
し
た
と
錯
覚
す
る
あ
り
か
た
と
は
違
い
、
何

か
に
心
が
化
身
し
て
外
界
に
目
に
見
え
る
形
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
和

歌
大
系
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
西
行
は
他
に
も
「
さ
ま
ざ
ま
に
あ
は
れ
多お
ほ

か
る
別わ
か

れ
か
な
心
を
君
が
宿や
ど

に
と
ど
め
て
」〔『
山
家
集
』
雑
・

九
二
七
〕、「
か
へ
れ
ど
も
人
の
情な
さ

け
に
し
た
は
れ
て
心
は
身
に
も
そ
は
ず

な
り
ぬ
る
」〔
同
九
二
八
〕
の
よ
う
に
心
が
遊
離
す
る
よ
う
な
歌
を
残
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
思
ひ
や
る
心
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
表
現
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
西
行
の
内
界
の
心
象
風
景
と
し
て
表
れ
て
く
る
遊
離
す

る
心
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
の
動
き
を
見
つ
め
る
六
六
・
六
七

番
歌
と
六
九
番
歌
に
は
さ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
八
番
歌
で
は
「
心

の
う
ち
」
の
「
苦
し
」
さ
が
発
見
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
「
苦
し
」
さ
が
発
見
さ
れ
る
六
八
番
歌
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
そ

の
謂
れ
と
は
な
け
れ
ど
も
」
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ

る
「
謂
れ
」
は
因
縁
、
理
由
、
由
来
な
ど
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、

和
歌
の
先
行
例
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
意
味
の
類
似
し
た
言
葉
を
詠
み
込

ん
だ
歌
と
し
て
『
山
家
集
』
秋
部
の
連
続
し
た
三
首
を
次
に
取
り
上
げ
参

考
に
し
た
い
。

 

お
ぼ
つ
か
な
秋
は
い
か
な
る
故ゆ
ゑ

の
あ
れ
ば
す
ず
ろ
に
も
の
の
悲か
な

し
か

る
ら
ん 

〔
秋
・
二
九
〇
〕

何な
に

事ご
と

を
い
か
に
思お
も

ふ
と
な
け
れ
ど
も
袂た
も
とか
わ
か
ぬ
秋
の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

 

〔
秋
・
二
九
一
〕

何な
に

と
な
く
も
の
悲が
な

し
く
ぞ
見
え
わ
た
る
鳥と

羽ば

田た

の
お
も
の
秋
の
夕
暮ぐ
れ 

 

〔
秋
・
二
九
二
〕

　

二
九
〇
番
歌
は
、
秋
に
な
る
と
ど
う
い
う
理
由
が
あ
っ
て
何
か
悲
し
く

な
っ
て
し
ま
う
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
、
と
詠
む
。
次
の
二
九
一
番

歌
で
は
、
上
句
で
何
か
を
ど
う
思
う
と
い
う
わ
け
で
な
い
け
れ
ど
と
詠
ん

だ
あ
と
、
三
句
目
を
六
八
番
歌
と
同
様
「
な
け
れ
ど
も
」
と
逆
接
で
つ
な

ぎ
、
下
句
で
な
ぜ
か
袂
が
涙
で
濡
れ
乾
か
な
い
と
理
由
が
特
定
さ
れ
な
い

秋
の
夕
べ
の
感
情
を
詠
み
込
む
。
二
九
二
番
歌
は
、
鳥
羽
の
稲
田
に
行
き

渡
っ
た
秋
の
夕
暮
れ
は
「
何
と
な
く
」
も
の
悲
し
く
見
え
る
と
詠
ん
で
い

る
。
二
九
一
・
二
九
二
番
歌
の
二
首
は
、
同
じ
く
「
秋
の
夕
暮
」
と
体
言

止
め
で
終
え
て
い
る
「
さ
び
し
さ
に
宿や
ど

を
た
ち
出い

で
て
眺な
が

む
れ
ば
い
づ
く

も
同お
な

じ
秋
の
夕
暮
」〔『
後
拾
遺
集
』
秋
上
・
三
三
三
／
良
暹
「
題
不
知
」〕

の
歌
を
参
考
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
良
暹
詠
の
秋
の
夕
暮
れ
の
寂
し

さ
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
首
で
は
、
あ
る
意
味
あ
た
り
前
の

感
覚
で
あ
る
秋
の
悲
し
さ
を
あ
え
て
問
い
、
そ
の
悲
し
さ
の
理
由
が
わ
か
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ら
な
い
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
の
悲
し
さ
が
本
源
的
な
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
六
八
番
歌
は
「
そ
の
謂
れ
と
は
な
け
れ
ど
も
」
と
い

う
言
葉
で
苦
し
み
の
理
由
を
特
定
せ
ず
に
示
す
こ
と
で
、
そ
の
苦
し
み
が

本
源
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の

苦
し
み
は
、
歌
の
配
列
か
ら
見
れ
ば
、
遊
離
魂
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
花
に

執
着
す
る
心
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
花
に
執
着
す

る
心
の
苦
し
さ
は
、
秋
の
悲
し
さ
と
同
じ
本
源
的
な
も
の
と
し
て
西
行
和

歌
に
は
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。た
だ
し
、遊
離
魂
の
状
態
は
、『
源
氏
物
語
』

で
は
も
の
の
け
に
な
る
ほ
ど
の
思
い
の
強
さ
か
ら
生
じ
、
和
泉
式
部
詠
で

は
「
も
の
思
へ
ば
」
と
思
い
悩
ん
で
い
る
と
詠
む
よ
う
に
、
必
ず
し
も
肯

定
さ
れ
る
あ
り
方
で
は
な
く
、そ
れ
に
匹
敵
す
る「
花
に
染
む
心
」〔
七
六
〕

も
ま
た
仏
教
的
に
忌
避
さ
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
う
い
っ
た
苦
し
さ
の
発
見
は
ど
う
し
て
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
苦

し
さ
を
主
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
苦
し
さ
が
発

見
さ
れ
る
「
心
の
う
ち
」
と
い
う
言
葉
に
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
次
に
西
行
が
「
心
の
う
ち
」
と
詠
ん
だ
『
山
家
集
』
の
他
の
歌
を
並

べ
て
み
た
。

　

⑨
我わ

が
歎な
げ

く
心
の
う
ち
の
苦く
る

し
さ
も
何
に
た
と
へ
て
君
に
知し

ら
れ
ん

 

〔
雑
・
恋
百
十
首
・
一
二
五
三
〕

　

⑩
君
慕し
た

ふ
心
の
う
ち
は
稚ち

児ご

め
き
て
涙
脆も
ろ

く
も
な
る
我わ

が
身
か
な

 

〔
雑
・
恋
百
十
首
・
一
三
二
一
〕

　

⑪
歎な
げ

か
る
る
心
の
う
ち
の
苦く
る

し
さ
を
人
の
知し

ら
ば
や
君
に
語か
た

ら
ん

 

〔
雑
・
恋
百
十
首
・
一
三
三
〇
〕

　

⑫
世よ

を
捨す

て
ぬ
心
の
う
ち
に
闇や
み

こ
め
て
迷ま
よ

は
ん
こ
と
は
君
ひ
と
り
か
は

 

〔
雑
・
七
三
九
「
返
し
」〕

　

⑬
鳥と
り

辺べ

野の

を
心
の
う
ち
に
分わ

け
行ゆ

け
ば
伊い

吹ぶ
き

の
露
に
袖そ
で

ぞ
そ
ぼ
つ
る

 

〔
雑
・
七
五
七
「
題
知
ら
ず
」〕

　

⑭
闇や
み

晴は

れ
て
心
の
そ
ら
に
す
む
月
は
西
の
山
辺
や
近ち
か

く
な
る
ら
ん

 

〔
雑
・
八
七
六
「
観
心
」〕

　

⑮
待ま

ち
つ
け
て
嬉う
れ

し
か
る
ら
ん
七た
な

夕ば
た

の
心
の
う
ち
ぞ
空
に
知し

ら
る
る

 

〔
秋
・
二
六
二
「
七
夕
」〕

　

⑭
は
「
心
の
そ
ら
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、『
西
行
上
人
集
』
雑
・

三
八
九
番
歌
に
お
い
て
第
二
句
「
心
の
う
ち
に
」
と
す
る
こ
と
か
ら
参
考

と
し
て
並
べ
た（

（1
（

。

　

⑨
⑩
⑪
は
恋
百
十
首
に
並
べ
ら
れ
た
恋
歌
で
あ
る
。
⑨
は
あ
な
た
を
恋

い
慕
っ
て
歎
く
私
の
「
心
の
う
ち
の
苦
し
さ
」
を
何
に
喩
え
た
ら
わ
か
っ
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て
貰
え
る
で
し
ょ
う
か
、
と
喩
え
よ
う
の
な
い
ほ
ど
の
苦
し
さ
を
、
⑩
は

自
然
と
歎
い
て
し
ま
う
私
の
「
心
の
う
ち
の
苦
し
さ
」
を
他
人
が
知
れ
ば

そ
の
激
し
さ
に
恋
の
相
手
に
伝
え
た
く
な
る
ほ
ど
に
見
え
る
と
い
う
苦
し

さ
を
、
⑪
は
恋
い
慕
う
あ
な
た
を
思
う
「
心
の
う
ち
」
は
子
ど
も
の
よ
う

に
幼
く
な
り
涙
も
ろ
く
な
る
私
な
の
で
す
、
と
君
が
た
め
に
幼
な
子
の
よ

う
に
心
の
制
御
が
出
来
ず
涙
を
流
す
ほ
ど
の
恋
の
苦
し
さ
を
詠
ん
で
い

る
。
⑪
は
「
涙
も
ろ
や
」
と
詠
ん
だ
「
弓
張
の
尽つ

き
せ
ぬ
恋
を
い
か
が
せ

ん
涙
も
ろ
や
と
人
は
い
へ
ど
も
」〔『
久
安
百
首
』
恋
廿
首
・
一
二
七
七
／

待
賢
門
院
堀
河
〕
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
他
人
か
ら
見
れ
ば
極
端
な
「
心

の
う
ち
」
と
映
じ
る
だ
ろ
う
。
ど
れ
も
恋
情
の
極
端
さ
を
詠
む
が
、「
心

の
う
ち
」
の
用
法
と
し
て
は
平
明
な
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
⑫
⑬
⑭
は
、
⑫
が
「
あ
る
人
、
様さ
ま

変か

へ
て
仁
和
寺
の
奥お
く

な
る
と
こ
ろ
に
住す

む
」
と
出
家
し
た
あ
る
人
と
の
一
連
の
贈
答
歌
の
な
か

の
返
歌
の
一
首
で
あ
り
「
闇
こ
め
て
迷
は
ん
」
と
悟
り
に
い
た
ら
な
い
迷

い
の
状
況
を
詠
み
、
⑬
が
死
の
意
識
さ
れ
る
火
葬
場
・
墓
地
の
あ
る
「
鳥

辺
野
」
を
詠
み
、
⑭
が
詞
書
に
「
観
心
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
れ
も
内

容
に
仏
教
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
⑬
「
鳥
辺
野
を
心
の
う
ち
に
分
け

行
け
ば
」
は
「
心
中
に
死
の
世
界
を
思
っ
て
」（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

分
け
行
く
、
す
な
わ
ち
西
行
の
心
象
風
景
と
し
て
鳥
辺
野
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
同
様
に
⑭
も
西
行
の
心
象
風
景
と
し
て
「
心
の
そ
ら
（
う
ち
）」
で

月
が
西
へ
傾
い
て
い
く
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。「
心
の
う
ち
」
と
は
⑫

の
よ
う
に
煩
悩
を
生
み
出
す
無
明
長
夜
の
闇
に
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
⑭
に
お
い
て
は
そ
の
闇
の
な
か
に
悟
り
の
象
徴
で
あ
る
「
月
」
が
浮

か
び
、
西
、
す
な
わ
ち
西
方
浄
土
へ
向
か
っ
て
い
く
。
さ
て
、
こ
の
西
行

の
心
象
風
景
に
お
い
て
悟
り
の
実
現
が
予
期
さ
れ
る
⑭
の
詞
書
に「
観
心
」

と
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
観
心
」
と
は
表
面
的
な
字
義
ど

お
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
心
を
観
じ
る
・
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
山
田

昭
全
氏
は
も
っ
と
具
体
的
に
「
心
に
月
輪
を
澄
ま
せ
る
と
い
う
の
は
、
月

輪
観
に
よ
っ
て
内
な
る
月
輪
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
心
月

輪
と
よ
ぶ
」
と
指
摘
す
る（

（1
（

。
月
輪
観
と
は
、「
満
月
の
月
輪
を
対
象
と
し

て
そ
こ
に
自
ら
の
悟
り
の
現
証
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
観
法
」（『
岩
波
仏

教
辞
典
』
第
三
版
）
で
あ
り
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
て
い
く
修
行
方
法
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
⑫
は
鳥
辺
野
、
⑬
は
無
明
長
夜
の
闇
、
⑭
は
そ
の

闇
夜
に
浮
か
ぶ
月
と
い
う
煩
悩
・
悟
り
ど
ち
ら
も
含
め
た
西
行
の
心
象
風

景
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
⑨
⑩
⑪
の
激
し
い
恋
情
を
も
生
み
出
す

「
心
の
う
ち
」
の
風
景
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
⑫
⑬
⑭
は
「
心
の
う
ち
」
に
景
が
あ
る
が
、
⑮
は
景
に
「
心
の

う
ち
」
が
顕
れ
る
。
⑮
は
七
月
七
日
の
夜
、
牽
牛
を
待
ち
迎
え
た
織
女
の

「
心
の
う
ち
」
の
嬉
し
さ
を
空
に
読
み
取
る
歌
で
あ
る
。
七
夕
は
天
上
の

出
来
事
な
の
で
、
そ
の
夜
の
空
の
様
子
が
織
女
の
心
情
を
示
す
と
い
う
こ
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と
は
、今
日
の
感
覚
か
ら
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、

果
た
し
て
当
た
り
前
な
の
だ
ろ
う
か
。「
七
夕
の
心
の
う
ち
」
を
詠
ん
だ

他
の
歌
人
の
歌
も
見
て
み
よ
う
。

　

⑯
逢あ

ふ
ほ
ど
も
な
く
て
別わ
か

る
る
七
夕
は
心
の
う
ち
ぞ
空
に
知し

ら
る
る

 
〔『
堀
河
百
首
』
秋
・
五
八
八
／
永
縁
「
七
夕
」〕

　

⑰
七た
な

夕ば
た

の
心
の
う
ち
や
い
か
な
ら
む
待ま

ち
こ
し
今け

日ふ

の
夕
ぐ
れ
の
空そ
ら

　
　
　
　
　

 〔『
千
載
集
』
秋
上
・
二
三
五
／
藤
原
兼
実
「
七
夕
の
こ
こ

ろ
を
よ
み
侍
り
け
る
」〕

　

⑰
が
一
年
ぶ
り
に
牽
牛
が
訪
れ
る
織
女
の
「
心
の
う
ち
」
は
ど
う
で
あ

ろ
う
と
そ
の
織
女
が
待
っ
て
い
る
夕
暮
れ
の
空
を
ぼ
ん
や
り
と
見
や
る
の

に
対
し
、
⑮
西
行
詠
と
下
句
が
同
じ
⑯
は
織
女
の
心
の
う
ち
を
空
と
同
一

視
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
織
女
の
「
心
の
う
ち
」
の
情
と

「
空
」
の
景
と
が
共
振
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
⑯
を
意

識
し
て
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
⑮
西
行
詠
で
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
⑰
も
「
今

日
の
夕
ぐ
れ
の
空
」
に
心
を
見
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
⑯
が
あ
る
か
ら
こ

そ
成
立
す
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
心
の
う
ち
」
を
用
い
な
が
ら

景
と
心
が
共
振
す
る
歌
は
、
他
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　

⑱ 

晴は

れ
ず
の
み
も
の
ぞ
悲か
な

し
き
秋
霧ぎ
り

は
心
の
う
ち
に
立た

つ
に
や
あ
る
ら

ん 

〔『
後
拾
遺
集
』
秋
上
・
二
九
三
／
和
泉
式
部
「
題
不
知
」〕

　

⑲ 

恋こ
ひ

し
さ
の
な
が
む
る
空
に
満み

ち
ぬ
れ
ば
月
も
心
の
中
に
こ
そ
す
め

　
　
　
　
　

 〔『
長
秋
詠
藻
』
恋
・
三
一
七
／
藤
原
俊
成
「
月
五
首
歌
よ

み
し
中
に
、
月
前
恋
と
云
ふ
こ
と
を
」〕

　

⑳
来こ

む
世よ

に
は
心
の
う
ち
に
現あ
ら
はさ
ん
あ
か
で
や
み
ぬ
る
月
の
光ひ
か
りを

　
　
　
　
　

 〔『
千
載
集
』
雑
上
・
一
〇
二
三
「
月
歌
と
て
よ
め
る
」・『
西

行
上
人
集
』
五
三
七
「
述
懐
の
心
を
」〕

　

⑱
和
泉
式
部
の
歌
は
、
心
が
晴
れ
ず
何
と
な
く
も
の
悲
し
い
思
い
が
す

る
の
は
、
秋
霧
が
外
だ
け
で
な
く
心
の
中
に
も
立
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ

う
か
、
と
自
分
の
心
情
と
景
色
と
を
重
ね
詠
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
「
心
の

う
ち
」
に
霧
が
立
つ
と
い
う
の
は
、
秋
霧
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
悲
し
み

を
あ
ら
わ
す
た
め
の
強
調
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
和
泉
式
部
の
心
象
風

景
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
⑲
俊
成
詠
は
「
月
前
恋
」
と
い
う
題
の
も
と
詠
ま
れ
た
歌
で
、
恋

し
い
心
情
が
眺
め
て
い
る
空
に
満
ち
た
の
で
、
そ
の
空
に
浮
か
ぶ
月
も
心

の
中
に
澄
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
情
が
景
と
同
化
す
る
こ
と

で
空
に
恋
の
思
い
が
満
ち
る
の
で
、
反
対
に
空
に
浮
か
ぶ
月
も
「
心
の
中

（
う
ち
）」
に
生
じ
て
澄
ん
だ
光
を
宿
し
て
も
良
い
で
は
な
い
か
と
下
句



心に詠ずる花─ 17 ─

で
は
心
象
風
景
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
こ
の
俊
成
詠
に
つ
い
て
川
村
晃
生

氏
は
、「
月
輪
観
を
意
識
し
た
も
の
か
」
と
指
摘
す
る（

（1
（

。
ま
た
、
俊
成
が

撰
者
を
務
め
た
『
千
載
集
』
に
入
集
し
た
⑳
の
西
行
「
来
む
世
に
は
」
詠

に
も
や
は
り
こ
の
月
輪
観
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
（
岩
波
文
庫
）、
こ
ち
ら
も
心
象
風
景
と
し
て
「
月
の
光
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
世
で
見
飽
き
る
こ
と
な
く
見
続
け
た
「
月
の
光
」
と
い
う

景
を
来
世
で
は
「
心
の
う
ち
」
に
映
じ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
⑲
⑳
に
つ
い
て
は
、
先
に
⑭
で
見
た
月
輪
観
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
、ど
ち
ら
も
景
と
情
と
の
共
振
を
願
っ
て
い
る
。ま
た
、「
心
の
う
ち
」

と
い
う
言
葉
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
見
ら
れ
る
都
良
香
［834‒

879

］

が
竹
生
島
か
ら
琵
琶
湖
を
見
渡
し
て
詠
ん
だ
詩
句
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

三さ
ん
ぜ
ん
せ
か
い
は
ま
な
こ
の
ま
へ
に
つ
き
ぬ

千
世
界
眼
前
尽　

 

十じ
ふ
に
い
ん
え
ん
は
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
む
な
し

二
因
縁
心
裏
空 

 
 

〔『
和
漢
朗
詠
集
』
山
寺
・
五
八
三
／
都
良
香
〕

　

琵
琶
湖
の
風
景
を
見
る
と
全
世
界
を
眼
前
に
見
尽
く
す
よ
う
で
、
仏
道

の
妨
げ
と
な
る
十
二
因
縁
も
心
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
、
と
詠

む
。
上
句
の
琵
琶
湖
の
景
が
下
句
の
心
（
情
）
に
映
じ
、
景
が
情
に
同
化

す
る
こ
と
で
、
仏
道
の
妨
げ
が
除
か
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
湖
の

景
は
良
香
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
袋
草
紙
』

上
巻
に
「
上
の
句
は
竹
生
島
に
お
い
て
都
良
香
案
ず
る
な
り
。
下
の
句
は

思
ひ
得
る
こ
と
能
は
ず
。
而
し
て
、
そ
の
後
の
夢
に
弁
才
天
こ
れ
を
示
さ

る
る
所
な
り
」（
岩
波
新
大
系
）
と
あ
る
よ
う
に
下
句
が
竹
生
島
の
弁
才

天
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
す
る
伝
承
も
付
随
す
る
が
、
こ
れ
は
上
句
と

の
対
応
の
妙
が
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
を
神
仏
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
両

句
の
対
応
は
そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
詩
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
景
と
情
と
の
共
振
は
、
悟
り
へ
も
通
じ
る
か
ら
こ
そ
神
仏
が
登

場
す
る
伝
承
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
心
の
う
ち
」
と
い
う
歌
語
に
は
仏
教
的
思
考
を
含
み
こ

む
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
⑨
⑩
⑪
の
よ
う
な
極
端
な

恋
の
心
も
詠
ま
れ
、
⑲
の
よ
う
に
終
い
に
は
空
に
ま
で
満
ち
満
ち
て
い
く

場
合
も
あ
る
。
西
行
六
八
番
歌
に
つ
い
て
も
「
思
ひ
や
る
心
」
か
ら
遊
離

魂
的
な
心
の
動
き
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
⑲
上
句
の
よ
う

に
「
わ
が
恋こ
ひ

は
む
な
し
き
空そ
ら

に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な

し
」〔『
古
今
集
』
恋
一
・
四
八
八
／
読
人
し
ら
ず
〕
を
応
用
し
て
花
に
馳

せ
る
思
い
が
空
に
満
ち
て
し
ま
う
と
い
う
歌
を
詠
む
な
り
並
べ
る
な
り
し

て
、
そ
の
空
は
私
の
花
に
染
ま
っ
た
心
の
よ
う
だ
と
詠
む
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
ろ
う
が
、
西
行
は
そ
れ
を
選
択
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
い
っ

た
六
七
番
歌
ま
で
の
肥
大
化
し
て
い
く
「
心
」
の
動
き
を
「
心
の
う
ち
」

に
意
識
し
、
心
象
風
景
と
し
て
意
識
的
に
見
つ
め
て
い
く
。
こ
れ
は
⑲
俊
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成
詠
が
最
終
的
に
は
下
句
で
心
象
風
景
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
月
輪
観
に
似
て
い
る
。
六
八
番
歌
が
心
を
見
つ
め

て
い
く
こ
と
に
は
、
仏
教
へ
の
志
向
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

俊
成
の
息
子
藤
原
定
家
［1162‒

1241

］
と
西
行
と
の
時
代
的
共
同
性

と
し
て
観
想
を
指
摘
し
た
も
の
に
松
村
雄
二
氏
の
論
が
あ
り
、
先
に
用
例

⑨
⑩
⑪
と
し
て
示
し
た
『
山
家
集
』
雑
・
恋
百
十
首
に
つ
い
て
「『
恋

百
十
首
』
と
は
、
や
は
り
西
行
が
恋
の
状
況
に
場
を
借
り
て
、
実
質
的
に

は
心
の
様
態
を
と
っ
か
え
ひ
っ
か
え
吟
味
し
て
歌
化
し
て
い
る
こ
と
の
証

左
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
恋
を
場

面
の
突
破
口
と
し
て
な
さ
れ
た
心
の
観
想
な
の
だ
と
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
観
想
的
方
法
を
用
い
て
西
行
が
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
論
じ
て

い
る（

（1
（

。「
観
想
」
と
は
、「
対
象
に
心
を
こ
ら
し
、
そ
の
姿
を
想
い
描
く
こ

と
」（『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
三
版
）、「
対
象
を
捉
え
て
、
そ
の
事
物
の
真

実
の
す
が
た
を
智
慧
の
眼
を
も
っ
て
見
す
え
る
こ
と
」『
例
文
仏
教
語
大

辞
典
』
小
学
館
）
を
い
う
。
⑭
⑳
の
歌
か
ら
西
行
が
観
想
と
し
て
月
輪
観

を
修
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
。
悟

り
の
象
徴
で
あ
る
月
輪
を
観
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
煩
悩
か
ら
生
じ
る
悩
み

や
苦
し
み
を
排
除
す
る
志
向
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
歌

の
「
心
」
の
花
へ
の
執
着
は
否
定
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
で
は
七
七
番
歌
「
願
は
く
は
」
詠
に
は
繋
が
っ
て
い
か
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
西
行
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
新
儀
真
言
宗
の
興
教
大
師

覚
鑁
［109（‒

1144

］
は
『
阿
字
観
儀
』
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
く
。

善
悪
諸
法
、
器
界
国
土
、
山
河
大
地
、
沙
石
鳥
類
等
の
音
声
に
至
る

ま
で
、
皆
こ
れ
阿
字
法
爾
の
陀
羅
尼
な
り
。〈
略
〉
ま
た
阿
字
は
月

輪
の
種
子
な
り
。
月
は
字
阿
の
光
な
り
。
月
輪
は
阿
字
と
阿
字
の
光

な
り
。
月
輪
の
光
と
は
、
心
月
輪
の
徳
用
を
い
ふ
。（『
阿
字
観
儀
』。

「
阿
」
は
書
名
・
本
文
共
に
梵
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

）

　

阿
字
観
と
は
「
月
輪
の
中
、
蓮
華
の
上
に
、
悉
曇
文
字
の
阿
字
を
書
い

た
も
の
を
本
尊
と
し
て
掲
げ
、
観
法
を
行
う
」（『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
三

版
）と
い
う
月
輪
観
の
一
種
で
あ
り
、覚
鑁
は
こ
の
阿
字
観
を
得
意
と
し
、

阿
字
観
に
関
す
る
著
作
を
い
く
つ
も
残
し
て
い
る
。
こ
の
『
阿
字
観
儀
』

は
「
覚
鑁
上
人
御
母
儀
へ
こ
れ
を
御
勧
む
」
と
あ
る
よ
う
に
覚
鑁
が
そ
の

母
に
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
阿
」
と
は
「
善
悪
諸
法
」、
す

な
わ
ち
善
悪
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
存
在
・
事
物
を
示
し
、月
を
示
す
梵
字（
種

子
）
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
受
生
最
初
の
阿
と
唱
へ
出
で
、
そ
れ
よ

り
已
来
阿
と
悦
び
阿
と
悲
し
み
、何
に
付
い
て
も
阿
と
い
は
ざ
る
事
な
し
」

と
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
産
声
を
あ
げ
て
か
ら
、
悲
し
み
も
喜
び
も
「
阿
」

で
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
。「
阿
」
と
は
「
万
物
の
始
源
」（『
岩
波
仏
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教
辞
典
』
第
三
版
「
阿
吽
」）
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
、
善
悪
を
本
源
的
に
見
つ
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
観
想
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
善
悪
を
み
つ
め
て
い
く
の
は
、
た
だ
月

輪
観
・
阿
字
観
の
み
で
は
な
い
。
天
台
宗
に
お
け
る
観
想
の
実
践
方
法
を

説
い
た
書
で
あ
る
『
摩
訶
止
観
』
に
も
次
の
よ
う
に
説
く
。

も
し
人
、
性
と
し
て
貪
欲
多
く
、
穢
濁
熾
盛
に
し
て
、
対
治
し
折
付

す
と
い
え
ど
も
い
よ
い
よ
さ
ら
に
増
劇
せ
ば
、
た
だ
趣
向
を
恣
ほ
し
い
ま
まに

せ
よ
。
な
に
を
も
っ
て
の
故
ぞ
、
蔽
も
し
起
ら
ず
ん
ば
観
を
修
す
る

こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。（『
摩
訶
止
観
』
巻
二
下
）

　

末
木
文
美
士
氏
に
よ
れ
ば
「
煩
悩
を
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ほ

し
い
ま
ま
に
さ
せ
て
観
察
の
対
象
に
せ
よ
」
と
い
う
内
容
で
あ
り（

（1
（

、「
花

に
染
む
心
」
を
見
つ
め
て
い
く
立
場
と
通
底
し
て
い
る
。
こ
の
『
摩
訶
止

観
』
は
、
歌
人
た
ち
の
意
識
・
無
意
識
に
関
わ
ら
ず
深
く
影
響
を
与
え
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、西
行
に
も
そ
れ
が
例
外
で
な
い
こ
と
は
次
の『
山

家
集
』
の
歌
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
　

寂
超
入
道
談
義
す
と
聞き

き
て
遣つ
か

は
し
け
る

弘ひ
ろ

む
ら
ん
法の
り

に
は
逢あ

は
ぬ
身
な
り
と
も
名な

を
聞き

く
数か
ず

に
入
ら
ざ
ら
め

や
は 

〔
雑
・
八
五
六
〕

　
　

返
し

伝つ
た

へ
聞き

く
流な
が

れ
な
り
と
も
法の
り

の
水
汲く

む
人
か
ら
や
深ふ
か

く
な
る
ら
ん

 

〔
雑
・
八
五
七
〕

　

こ
の
贈
答
歌
は
、
西
行
が
大
原
に
て
談
義
を
行
う
と
聞
い
て
寂
超
［
永

久
年
間
（1113‒

17

）‒1180

頃
］
に
遣
わ
し
た
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
寂

超
の
返
歌
で
、
こ
こ
で
い
う
談
義
と
は
『
西
行
上
人
集
』
の
詞
書
に
「
寂

超
入
道
、
大
原
に
て
止
観
の
談
義
す
と
聞
き
て
、
遣
し
け
る
」〔
雑
・

三
八
四
〕
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
摩
訶
止
観
』
に
つ
い
て
の
談
義
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
西
行
は
そ
の
止
観
の
談
義
に
参
加
し
な
い
が
、
必
ず
し

も
西
行
が
止
観
を
学
ぶ
こ
と
を
拒
否
し
た
と
は
断
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
身

近
に
『
摩
訶
止
観
』
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
西
行
の
仏

教
信
仰
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
り
、
特
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
こ
の
『
摩
訶
止
観
』
も
含
め
て
観
想
と
の
関
係
を
見
て
い

き
た
い
。

　

ま
ず
、
止
観
、
す
な
わ
ち
〈
止
〉
と
〈
観
〉
と
は
何
か
を
確
認
し
て
お

こ
う
。『
摩
訶
止
観
』
は
、
天
台
智
顗
が
真
理
の
体
得
に
つ
い
て
講
説
し

た
も
の
を
弟
子
の
章
安
灌
頂
が
聴
記
し
、
後
に
整
理
・
修
治
を
加
え
て
完

成
さ
せ
た
書
で
、
実
践
修
行
の
具
体
的
な
方
法
〈
止
観
〉
に
つ
い
て
詳
述
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す
る
。「
止
は
心
の
動
揺
を
と
ど
め
て
、
本
源
の
真
理
を
住
す
る
こ
と
を

意
味
し
、
観
は
不
動
の
心
が
智
恵
の
働
き
と
な
っ
て
事
物
を
真
理
に
即
し

て
正
し
く
観
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る（

11
（

」
と
い
う
。『
摩
訶
止
観
』
の
本

文
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。

　
〈
止
〉
と
〈
観
〉
は
ど
ち
ら
も
必
要
な
も
の
だ
が
、『
摩
訶
止
観
』
十
巻

（
上
下
に
分
け
て
二
十
巻
）
の
う
ち
「
正
修
止
観
（
正
し
く
止
観
を
修
す

こ
と
）」（
巻
五
上
～
巻
十
下
）を
説
く
最
初
の
巻
五
上
末
尾
に
は〈
止
〉〈
観
〉

片
方
の
み
を
教
え
る
禅
師
た
ち
が
登
場
す
る
。

一
種
の
禅
師
は
、観
を
な
す
こ
と
を
許
さ
ず
、た
だ
専
ら
止
を
用
い
、

偈
を
引
い
て
い
わ
く
、「
思
い
思
い
て
徒
ら
に
み
ず
か
ら
思
い
、
思

い
思
い
て
徒
ら
に
み
ず
か
ら
苦
し
む
。
思
を
息
む
る
は
す
な
わ
ち
こ

れ
道
な
り
、
思
あ
れ
ば
い
つ
に
覩み

ず
」
と
。
ま
た
一
の
禅
師
は
、
止

を
な
す
こ
と
を
許
さ
ず
、
専
ら
観
に
在
り
、
偈
を
引
い
て
い
わ
く
、

「
止
め
止
め
て
徒
ら
に
み
ず
か
ら
止
む
。
昏こ
ん

闇あ
ん

に
し
て
所
以
な
し
。

止
を
止
む
る
は
す
な
わ
ち
こ
れ
道
な
り
。
観
を
観
ず
れ
ば
理
に
会
す

る
こ
と
を
得
」
と
。 

（『
摩
訶
止
観
』
巻
五
上
）

　

ま
ず
、〈
観
〉
を
行
う
こ
と
は
許
さ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
〈
止
〉
を
用

い
さ
せ
る
禅
師
が
登
場
す
る
。〈
観
〉
は
、
思
い
重
ね
て
む
や
み
や
た
ら

に
思
い
込
み
、「
思
い
思
い
て
徒
ら
に
み
ず
か
ら
苦
し
む
」
か
ら
、〈
止
〉

の
み
を
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
六
八
番
歌
の
深
い
思
い
を
重
ね

る
こ
と
で
わ
け
も
わ
か
ら
ず
無
闇
や
た
ら
に
「
苦
し
む
」
心
の
動
き
と
類

似
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
次
に
、〈
止
〉
を
行
う
こ
と
を
許

さ
ず
に
ひ
た
す
ら
に
〈
観
〉
を
用
い
さ
せ
る
禅
師
が
登
場
す
る
。
む
や
み

や
た
ら
に
〈
止
〉
を
行
っ
て
し
ま
う
と
、
薄
暗
く
は
っ
き
り
し
な
い
昏
闇

の
状
態
（
用
例
⑫
の
よ
う
な
状
態
）
に
陥
る
か
ら
〈
観
〉
を
用
い
る
べ
き

だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
片
一
方
の
み
を
行
う
過
ち
を
二
人
の
禅
師
を
登

場
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
し
て
い
る
。

　

で
は
、
六
八
番
歌
の
よ
う
に
〈
観
〉
が
す
す
ん
だ
と
き
に
は
、
ど
の
よ

う
に
対
処
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
答
え
は
〈
止
〉

で
あ
る
。

時
に
馳
覚
し
て
一
念
住
し
が
た
く
ん
ば
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
止
を
聴

い
て
も
っ
て
散
心
を
治
む
べ
し
。 

（『
摩
訶
止
観
』
巻
五
上
）

　

六
六
番
歌
が
「
馳
覚
し
て
一
念
住
し
が
た
」
い
状
態
で
あ
り
、
六
七
番

歌
が
「
止
を
聴
い
て
も
っ
て
散
心
を
治
む
べ
し
」
と
い
う
状
態
と
類
似
す

る
。
そ
し
て
、
六
九
番
歌
で
は
「
馳
覚
し
て
」「
吉
野
の
山
に
通
ふ
」「
散

心
」
を
白
川
の
桜
の
「
梢
を
見
て
」「
治
む
」
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
観
想
に
お
け
る
「
苦
し
み
」
は
悟
り
に
至
る
途
中
経
過
で

あ
り
、「
花
の
歌
あ
ま
た
詠
み
け
る
に
」
歌
群
六
二
～
七
七
番
歌
に
お
け

る
心
の
過
程
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
念
が
一
箇
所
に
と
ど
ま

ら
ず
「
思
い
思
い
て
徒
ら
に
み
ず
か
ら
苦
し
む
苦
し
む
」〈
観
〉
の
様
は

六
六
・
六
八
番
歌
に
、
そ
の
「
散
心
治
む
」〈
止
〉
の
様
は
六
七
・
六
九
番

歌
と
類
似
す
る
の
で
あ
り
、
詠
歌
と
観
想
と
が
共
振
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
六
八
番
歌
が
肥
大
化
し
て
い
く
「
心
」
を
「
心
の
う

ち
」
に
意
識
的
に
見
つ
め
て
い
く
立
場
を
取
る
こ
と
は
、
こ
う
い
っ
た
観

想
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ
し
、
観
想
の
み
に
よ
っ
て
「
心
の
う

ち
」を
み
つ
め
る
西
行
の
立
場
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

西
行
が
女
房
文
学（

1（
（

か
ら
受
け
継
い
だ
内
省
的
な
詠
み
ぶ
り
と
も
軌
を
一
に

す
る
か
ら
で
あ
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
女
歌
に
つ
い
て
「
も
と
よ
り
女
の

歌
は
、
男
へ
の
返
歌
と
し
て
、
男
の
贈
歌
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
切
り
返

す
発
想
を
伝
統
的
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
否
定
的
な

発
想
が
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
、
お
の
ず
と
反
省
的
、
内
省
的
な
発
想
を

と
り
こ
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
自
ら
の
恋
を
内
省
的
に
捉
え
て
い

よ
う（

11
（

」
と
い
う
よ
う
に
反
省
的
・
内
省
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
が
あ
る
と

す
る
。
西
行
が
「
心
の
う
ち
」
を
見
つ
め
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
女
歌
か

ら
の
流
れ
も
背
景
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
⑱
和
泉
式
部
詠
が
「
心
の
う
ち
」

に
心
象
風
景
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
首
肯
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
西
行
に
お
け
る
歌
道
と
仏
道
は
軌
を
一
に
す
る
。そ
し
て
、

軌
を
一
に
し
共
振
す
る
か
ら
こ
そ
、
七
七
番
歌
「
願
は
く
は
」
詠
の
歌
道

仏
道
と
も
に
成
就
す
る
願
い
へ
と
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
山
家
集
』
に
見
ら
れ
る
歌
群
「
花
の
歌
あ
ま
た
詠
み
け
る

に
」〔
春
・
六
二
～
八
六
〕
二
十
五
首
の
う
ち
六
二
～
七
七
番
歌
の
「
心
」

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
を
中
心
に
考
察
し
、
花
に
思
い
を
馳
せ
染
ま
っ

て
い
く
「
心
」
の
過
程
を
詠
ん
で
い
く
な
か
で
顕
れ
る
「
苦
し
さ
」
と
は
、

自
分
の
心
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
心
の
あ
り
方
と
通
底

す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
月
輪
観
・
阿
字
観
や
止
観
の
よ
う
な
観
想
の
場

合
、
必
ず
し
も
悟
り
の
み
で
は
な
く
煩
悩
を
み
つ
め
て
い
く
課
程
も
含
ま

れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
思
ひ
」
や
り
「
花
に
染
む
」「
心
の
う

ち
の
苦
し
さ
」
を
発
見
し
て
い
く
詠
歌
と
矛
盾
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
歌

道
仏
道
と
も
に
成
就
す
る
こ
と
を
願
う
「
願
は
く
は
」
詠
〔
七
七
〕
は

六
二
～
七
六
番
歌
の
あ
と
に
配
列
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

歌
道
と
仏
道
と
が
共
振
し
て
い
く
西
行
五
十
代
の
和
歌
観
が
、
こ
こ
に
は

認
め
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
西
行
の
「
心
の
う
ち
の
苦
し
さ
」
を
見
つ
め
る
態
度
で
あ
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る
が
、
最
晩
年
に
ま
で
そ
の
態
度
は
及
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
西
行
が

そ
の
最
晩
年
に
そ
の
生
涯
に
詠
ん
だ
歌
か
ら
秀
歌
を
撰
び
、
伊
勢
の
外
宮

に
奉
納
し
た
『
宮
河
歌
合
』
九
番
左
に
は
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
散ち

る
花
の
我
が
身
を
さ
て
も
い
づか

さ

ま

に

ち
か
も

せ
ん
〔
一
七
〕

　
『
宮
河
歌
合
』
の
判
者
を
務
め
た
藤
原
定
家
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
作

者
の
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
」
と
い
う
判
詞
を
つ
け
た
が
、
そ
れ
に

対
し
西
行
は
「
贈
定
家
卿
文
」（
新
編
全
集
）
に
次
の
よ
う
に
書
く
。

　

こ
の
御
判
に
と
り
て
、
九
番
の
左
の
、
我
が
身
を
さ
て
も
と
い
ふ

歌
の
判
の
御
詞
に
、
作
者
の
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
れ
ば
、
と

書
か
れ
候
、
か
へ
す
が
へ
す
も
お
も
し
ろ
く
候
ふ
も
の
か
な
。
な
や

ま
せ
る
と
申
す
御
こ
と
ば
に
、
万
づ
み
な
こ
も
り
て
め
で
た
く
覚
え

候
。
こ
れ
あ
た
ら
し
く
い
で
き
候
ひ
ぬ
る
判
の
御
こ
と
ば
に
て
こ
そ

候
ふ
ら
め
。
古
は
い
と
覚
え
候
は
ね
ば
、
歌
の
姿
に
似
て
い
ひ
く
だ

さ
れ
た
る
や
う
に
覚
え
候
〈
以
下
略
〉

　

西
行
は「
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
」と
い
う
定
家
の
判
詞
を
絶
賛
す
る
。

死
を
意
識
し
た
晩
年
の
西
行
に
と
っ
て
、
悩
む
こ
と
は
避
け
る
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
は
「
煩
悩
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。「
煩
悩
」
は
、

悟
り
の
妨
げ
と
な
る
。
し
か
し
、
西
行
の
歌
に
と
っ
て
、
悩
み
苦
し
む
心

は
晩
年
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、「
煩
悩
す
な
わ
ち
菩
提

な
る
」（『
古
来
風
躰
抄（

11
（

』）
と
い
う
よ
う
に
、
煩
悩
が
あ
る
か
ら
こ
そ
悟

り
が
あ
る
。
悩
み
苦
し
む
こ
と
は
必
ず
し
も
間
違
い
で
は
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
西
行
の
歌
は
、
今
で
も
多
く
の
人
々
の
心
に
響
く
の
で
あ
る
。

＊ 

和
歌
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
、
散
文
作
品
の
引
用
は
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
っ
た
。本
文
は
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
一
部
の
表
記
を
変
え
た
。

＊ 

和
泉
叢
書
は
和
泉
古
典
叢
書
（
和
泉
書
院
）、
岩
波
大
系
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩

波
書
店
）、
岩
波
新
大
系
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、
古
典
集
成
は
新

潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）、
新
編
全
集
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、

和
歌
大
系
は
和
歌
文
学
大
系
（
明
治
書
院
）
の
略
号
で
あ
る
。

（
1
） 

七
〇
番
歌
を
七
六
番
歌
の
次
に
配
列
す
る
本
（
茨
城
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
）
も

あ
る
が
、
六
九
・
七
〇
番
歌
と
「
白
川
」
を
詠
ん
だ
二
首
並
べ
る
『
新
編
国
歌
大
観
』

（
底
本
：
陽
明
文
庫
本
）
の
配
列
に
不
自
然
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
ち
ら

の
配
列
に
従
う
。

（
2
） 

白
川
は
、「
何な
に

事ご
と

を
春は
る

の
形か
た

見み

に
思お
も

は
ま
し
今
日
白し
ら

川か
は

の
花
見み

ざ
り
せ
ば
」（『
後

拾
遺
集
』
春
上
・
一
一
九
／
伊
賀
少
将
）
と
詠
ま
れ
る
現
京
都
市
北
東
部
を
流
れ

る
白
川
流
域
の
地
名
で
、
春
の
形
見
に
な
る
と
も
詠
ま
れ
る
花
の
名
所
で
あ
る
。
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（
3
） 

松
野
陽
一
『
山
家
集
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
）』（
角
川
書
店
、1977

）、
山
田
昭

全
「
西
行
の
和
歌
と
仏
教
」（『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
明
治
書
院
、1987

。
の
ち

に
『
山
田
昭
全
著
作
集
』
第
四
巻
に
再
録
）、
西
澤
美
仁
『
西
行 

魂
の
旅
路
』（
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、2010

）
か
ら
引
用
し
た
。
ほ
か
に
西
澤
美
仁
「
花
の
も
と
に

て
春
死
な
ん
─
西
行
和
歌
の
本
文
と
伝
承
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
七
号
、

1999.4

）、稲
田
利
徳「
西
行
和
歌
解
釈
覚
え
書「
花
の
し
た
に
て
春
死
な
ん
」（『
西

行
の
和
歌
の
世
界
』
笠
間
書
院
、2004

）
等
を
参
照
し
た
。

（
4
） 

宇
津
木
言
行
『
山
家
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、2018

）
解
説
、
山
本
章
博
「
西

行
の
私
家
集
─
繰
り
返
さ
れ
る
編
纂
─
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』20
号
、

2021.12

）。

（
（
） 

寺
澤
行
忠
『
山
家
集
の
校
本
と
研
究
』。
比
較
的
早
い
時
期
に
詠
ま
れ
た
歌
を
収

録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
松
屋
本
と
の
比
較
に
よ
る
。

（
6
） 

注
4
に
同
じ
。

（
7
） 

実
際
、「
は
か
り
」
の
詠
ま
れ
た
和
歌
は
、
六
二
番
歌
を
踏
ま
え
た
で
あ
ろ
う
藤

原
良
経
詠
「
し
ら
ぬ
や
ま
の
く
も
を
は
か
り
に
た
づ
ね
つ
つ
む
か
し
は
人
に
あ
ひ

け
る
も
の
を
」〔『
秋
篠
月
清
集
』
二
夜
百
首
・
一
五
一
「
寄
雲
恋
」〕
が
管
見
に

入
る
の
み
で
あ
る
。

（
8
） 

近
藤
み
ゆ
き
「
思
ひ
遣
る
」（『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、1999
）

（
9
） 『
千
載
集
』
に
は
、
西
行
と
同
時
代
の
「
思
ひ
や
る
心
」
の
歌
と
し
て
「
夜よ

も
す

が
ら
花
の
匂に
ほ

ひ
を
思お
も

ひ
や
る
心
や
峰み
ね

に
旅た
び

寝ね

し
つ
ら
ん
」〔『
千
載
集
』
春
上
・

五
九
／
覚
性
法
親
王
「
夜
思
山
花
と
い
へ
る
心こ
こ
ろを

」〕、「
お
も
ひ
や
る
心
も
尽つ

き

ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
雲
の
幾い
く

重へ

の
外
に
鳴な

く
ら
ん
」〔『
千
載
集
』
夏
・
一
五
六
／
藤
原

実
家
「
遠
聞
郭
公
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」〕、「
恋こ
ひ

し
と
も
又
つ
ら
し
と

も
思お
も

ひ
や
る
心
い
づ
れ
か
先さ
き

に
た
つ
ら
ん
」〔『
千
載
集
』
恋
二
・
七
三
五
／
源
師

光「
題
不
知
」〕の
三
首
が
入
集
し
て
い
る
。五
九
・
七
三
五
番
歌
に
つ
い
て
は「
心
」

を
擬
人
化
し
実
体
化
さ
せ
て
詠
ん
で
い
る
。

（
10
） 

新
編
国
歌
大
観
（
底
本
：
藤
原
定
家
筆
伊
達
家
旧
蔵
本
）
で
は
「
折
り
」
の
表
記

で
あ
る
が
、
解
釈
上
「
居
り
」
に
改
め
た
。

（
11
） 『
毛
詩
正
義
』
は
『
十
三
経
注
疏
校
勘
記
』
に
よ
っ
た
。

（
12
） 

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
上
巻
（
講
談
社
学
術
文
庫
、2019

。
原
本

1998

）

（
13
） 

松
野
陽
一
『
山
家
集
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
）』

（
14
） 

寺
澤
行
忠
『
山
家
集
の
校
本
と
研
究
』
に
よ
れ
ば
「
心
の
う
ち
」
と
す
る
本
は
『
山

家
集
』
に
は
な
い
。
ま
た
、『
山
家
心
中
集
』
三
三
八
番
歌
、『
新
古
今
集
』
釈
教
・

一
九
七
八
番
歌
に
お
い
て
も
『
山
家
集
』
同
様
に
「
心
の
そ
ら
」
と
す
る
。
一
方
、

『
西
行
上
人
集
』
は
、
寺
澤
行
忠
『
西
行
集
の
校
本
と
研
究
』（
笠
間
書
院
、

200（

）
に
よ
れ
ば
、
伝
本
十
六
本
（
版
本
含
む
）
の
う
ち
写
本
二
本
が
「
心
の
空
」

と
す
る
以
外
は
す
べ
て
「
心
の
う
ち
」
と
す
る
。

（
1（
） 

山
田
昭
全
「
西
行
釈
教
歌
の
典
拠
と
釈
義
」（『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』）。
月
輪
観

に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
も
山
田
昭
全
「
月
輪
観
と
中
世
和
歌
」（『
仏
教
と
儀
礼
』

国
書
刊
行
会
、1987

。
の
ち
に
『
山
田
昭
全
著
作
集
』
第
三
巻
に
再
録
）
お
よ
び

『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
の
諸
論
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
16
） 

川
村
晃
生
『
長
秋
詠
藻
（
和
歌
文
学
大
系
）』（
明
治
書
院
、1998

）

（
17
） 

松
村
雄
二
「
西
行
と
定
家
─
時
代
的
共
同
性
の
問
題
─
」（『
論
集
西
行
』
笠
間
書

院
、1990

）。
ま
た
、
詠
歌
と
観
想
、
特
に
『
摩
訶
止
観
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

三
崎
義
泉
『
止
観
的
美
意
識
の
展
開
』（
ぺ
り
か
ん
社
、1999

）
が
俊
成
・
定
家

を
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
西
行
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
論
じ
て
い
な
い
。

（
18
） 

覚
鑁
の
著
作
の
訓
読
は
宮
坂
宥
勝
編
注
『
興
教
大
師
撰
述
集
』（
山
喜
房
佛
書
林
）

に
よ
る
。
引
用
箇
所
と
同
様
の
記
述
が
覚
鑁
『
阿
字
観
』
に
「
生
を
う
け
て
、
最

初
に
鳴
き
出
で
て
よ
り
こ
の
か
た
悦
ば
し
き
事
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
阿
と
咲
ひ
、

哀
し
き
事
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
阿
と
な
げ
く
。
を
し
き
物
を
も
阿
と
を
し
み
、
ほ

し
き
物
を
も
阿
阿
と
心
を
と
む
。
糸
惜
し
き
悪
を
、
何
事
に
付
け
て
も
阿
と
い
は

れ
ざ
る
事
な
し
。
善
悪
の
諸
法
、
器
界
国
土
、
山
河
大
地
、
総
体
能
生
な
れ
ば
な

り
」
と
あ
る
（「
阿
」
は
書
名
・
本
文
共
に
梵
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
）。
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（
19
） 
末
木
文
美
士
「
荒
涼
た
る
心
象
の
奥
に
─
『
拾
遺
愚
草
』」（『
解
体
す
る
言
葉
と

世
界
─
仏
教
か
ら
の
挑
戦
─
』
岩
波
書
店
、1998

）
で
は
、
定
家
の
歌
を
考
察
し

た
上
で
こ
の
『
摩
訶
止
観
』
の
一
句
を
引
用
し
「
人
間
の
愛
欲
の
心
の
奥
底
に
下

り
立
ち
、
じ
っ
と
そ
れ
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
定
家
の
作
歌
態
度
」
は
「
天
台
の

止
観
に
こ
そ
親
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
20
） 

田
村
芳
郎
「
天
台
法
華
の
哲
理
」（『
仏
教
の
思
想
（　

絶
対
の
真
理
〈
天
台
〉』

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、1996

）

（
21
） 

桑
原
博
史
「
女
房
文
学
か
ら
隠
者
文
学
へ
─
西
行
の
位
置
─
」（『
論
集
西
行
』
笠

間
書
院
、1990

）。

（
22
） 

鈴
木
日
出
男
『
百
人
一
首
』（
ち
く
ま
文
庫
、1990

）
藤
原
定
家
「
来
ぬ
人
を
」

詠

（
23
） 

藤
原
俊
成
『
古
来
風
躰
抄
』
初
撰
本
（
歌
論
歌
学
集
成
）


