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正

一

心
敬
は

「
ひ
と
り
ご
と
」
な
ど
で
、
正
徹
か
ら
三
十
年
の
長
き
に
わ
た
つ
て

日
夜
教
え
を
受
け
た
と
伝
え
て
い
る
。
今
か
り
に
三
十
年
と
い
う
数
字
が
、
そ

の
ま
ヽ
信
ん
じ
得
る
と
す
れ
ば
、
心
敬
は
永
享
元
年
二
十
四
才
の
時

（正
徹
は

四
十
九
才
）
か
ら
正
徹
が
毅
し
た
長
藤
三
年
、
五
十
四
才

（正
徹
七
十
九
才
）

の
時
ま
で
師
事
し
た
と
い
う
事
に
な
る
。

「ち
か
く
は
清
岩
痢
尚
の
風
骨
を
危
細
に
い
り
ま
な
び
修
行
、
此
道
の
至
極

な
る
べ
く
哉
。」
（苔
筵
）
と
伝
え
る
如
く
、
彼
の
正
徹
に
対
す
る
評
価
は
極
め

′じヽ

薬

E雨

寺

寿

彦

て
高
か
つ
た
。
歌
人
と
し
て
は
、
定
家
と
並
ん
で
最
も
尊
崇
お
く
あ
た
わ
ざ
る

所
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
正
徹
自
身
あ
ま
り
好
ま
な
か
つ
た
連
歌
に
つ
い
て

さ
え
、
心
敬
は
句
集
を
進
覧

（所
々
返
答
第

一
状
）
し
て
批
評
を
求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
し
て
、
心
敬
の
そ
の
師
正
徹
に
対
す
る
態
度
は

敬
虔
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
か
り
そ
め
に
も
正
徹
を
批
判
す

る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
示
し
て
は
い
な
い
。
所
が
注
目
す
べ
き
は
、
心
枚
の
次
の

よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

彼
在
世
中
に
は
、
此
道
に
つ
き
て
述
快
な
ど
の
事
侍
り
し
か
ど
も
、
い
ま

思
ひ
合
せ
侍
る
に
、
深
重
の
恩
徳
に
あ
ら
ず
と
い
へ
る
事
な
し
。
彼
御
影



に
心
懐
を
し
る
し
侍
り
。

こ
と
の
葉
は
つ
ゐ
に
色
な
き
わ
が
身
哉
む
か
し
は
ま
ヽ
子
い
ま
は
み
な

し
子

か
ば
か
り
の
御
恨
な
ど
侍
り
し
か
ど
も
、
三
十
と
せ
の
庭
訓
、
ま
こ
と
に

高
恩
不
思
議
の
値
隅
多
生
広
劫
を
へ
て
も
報
謝
し
が
た
く
お
も
ひ
侍
る
事

の
み
な
り
。

（所
々
返
答
第

一
状
）

つ
ま
り
生
前
は
継
子
で
あ
り
、
今
は
師
に
先
立
た
れ
て
孤
児
と
な
つ
た
と
嘆
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

心
敬
の
記
し
た
所
か
ら
す
れ
ば
、
二
人
の
接
触
の
機
会
は
極
め
て
豊
富
で
あ

つ
た
よ
う
で
あ
る
の
に
か
ヽ
わ
ら
ず
、
正
徹
の
方
か
ら
は
草
根
集

（丹
鶴
叢
書

本
）
の
詞
書
に
心
敬

（ま
た
は
心
恵
）
の
名
が
三
度
出
て
く
る
に
過
ぎ
な
い
。

徹
書
記
物
語
な
ど
に
は
全
然
そ
の
名
が
現
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
宗
初
や
智
蘊
の

名
が
し
き
り
に
出
て
来
る
の
と
対
照
的
で
あ
る

（彼
等
と
の
年
齢
の
相
違
、
当

時
に
於
け
る
地
位
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
）。

し
か
も
東
野
州
聞
書
に
、

「十
月
時
分

（宝
徳
二
年
）
招
月
庵
へ
ま
か
り
た

り
け
る
に
、
物
語
り
あ
り
し
は
、
蓮
海
と
云
ふ
法
師
、
嵐
を
ふ
く
み
月
を
は
き

と
よ
み
た
り
け
る
を
近
頃
の
事
か
な
。
月
を
は
き
は
と
申
さ
れ
し
。
か
や
う
の

事
こ
そ
道
の
零
落
よ
と
く
れ
＾
ヽ
申
さ
れ
し
。
よ
こ
の
ヽ
つ
ヽ
み
き
り
ふ
り
て

を
ち
か
た
人
に
さ
む
き
か
り
が
ね
と
。
こ
れ
も
同
じ
作
者
な
り
。
お
な
じ
体
な

り
。
　
せ
め
て
を
ち
か
た
人
や
と
せ
よ
か
し
と
申
さ
れ
し
な
り
。」
と
あ
る
如
く

正
徹
は
心
敬
を
批
難
し
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。

（東
常
縁
が
記
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、　
尭
孝
的
な
立
場
へ
傾
斜
し
た
所
か
ら
の
叙
述
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
と
に
か
く
心
敬
に
対
す
る
こ
の
批
難
は
い
わ
ば
極
め
て
連
歌
的
な
措
辞
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　
正
徹
に
と
つ
て
連
歌
と
は

「老
後
の
な
ぐ
さ

み
」

〔な
ぐ
さ
め
草
〕
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
し
か
し
周
知
の
通
り
心
敬
に
と
つ

て
、
和
歌

・
連
歌
は
単
に
同
等
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同

一
の
も
の
で

あ
り
、
用
語

ｏ
措
辞
に
つ
い
て
も
や
は
り
同

一
論
に
立
つ
て
、
連
歌
を
和
歌
に

引
寄
せ
る
の
は
勿
論
の
事
、
ま
た
和
歌
を
も
連
歌
に
引
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
正
徹
の
批
判
は
こ
う
し
た
所
に
出
来
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。）

し
か
し
所
々
返
答
第
二
状
に
於
い
て
、
正
徹
が
判
者
と
な
つ
た
歌
合
で
一
年

間
無
負
の
成
績
を
あ
げ
た
と
自
讃
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
全
然
正
徹
に
認
め

ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
所
詮
正
徹
は
心
敬
に
何
か
そ
ぐ
わ
な

い
気
持
を
持
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、　
一
方
心
敬
は
正
徹
に
正
し
い

門
弟
し
て
扱
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
自
認
し
な
が
ら
も
な
お
敬
虔
な
気
持
で
師

事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
師
弟
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
の
文
学
が
ど
の
よ
う
な

点
で
異
り
、
又
ど
の
よ
う
な
点
を
、
心
敬
は
正
徹
の
遺
産
と
し
て
受
継
い
で
い

る
か
を
考
え
る
事
は
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
も
様
々
指

摘
さ
れ
、
ま
た
特
に
そ
の
相
違
点
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
も
う

一
度
私
な
り

に
考
え
な
お
し
心
敬
の
文
学
を
究
明
す
る
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
思
う
。

二

さ
て
私
は
心
敬
の
和
歌

・
連
歌
論
を
特
色
づ
け
得
る

「幽
玄
」
「
え
ん
」
「
ひ

え
や
せ
こ
は
り
」
な
ど
の
特
徴
的
な
用
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
の
文
学
論

の
構
造
を
概
観
す
る
と
共
に
、
ど
れ
程
正
徹
と
の
か
ヽ
わ
り
が
存
す
る
か
を
考

え
て
み
た
い
。

ま
ず
彼
の
幽
玄
論
を
考
え
る
場
合
、
単
に
審
美
的
な
視
点
だ
け
か
ら
で
は
な

く
、
何
よ
り
も
表
現
諭
の
上
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（註

一
）。
　
つ
ま

り
彼
の
幽
玄
論
は
、
彼
の
先
達
の
所
論
も
多
分
に
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
表

現
論
と
し
て
見
る
時
に
彼
の
和
歌

・
連
歌
論
の
内
部
で
の
正
し
い
位
置
づ
け
が



出
来
る
の
で
あ
る
。

「幽
玄
妹
は
心
に
も
い
ひ
あ
ら
は
し
が
た
く
、
秋
の
夕
の
悌
の
色
も
な
く
声

も
な
き
が
ご
と
し
。」
（
「有
伯
へ
返
事
」
天
満
宮
文
庫
蔵
）
と
し
、
さ
ら
に
つ

ゞ
け
て

「打
む
き
て
理
る
ほ
が
ら
か
に
く
ま
な
く
聞
て
く
ど
き
立
て
た
る
」
も

の
で
な
い
と
彼
は
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
模
糊
と
し
た
象
徴
的
な
表
現
が

幽
玄
で
あ
つ
た
。

こ
の
箇
所
は
、
お
そ
ら
く
直
接
に
は
無
名
抄
の
叙
述
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
こ
う
い
う
表
現
の
様
態
―
―
狭
義
に
於
け
る
表
現
論
―
―
は
、

「を
さ

な
子
の
二
つ
三
つ
な
る
が
、
物
を
も
ち
て
、
人
に
こ
れ
ノ
ヽ
と
い
ひ
た
る
心
ざ

し
は
あ
れ
ど
も
、　
さ
だ
か
に
い
ひ
や
ら
ぬ
に
も
た
と
へ
た
り
。」

（徹
書
記
物

〓
じ
と
い
う
正
徹
の
幽
玄
論
と
本
質
的
に
相
違
を
認
め
難
い
。
（心
敬
の
幽
玄
論

が
三
五
記

・
愚
秘
抄
な
ど
の
偽
書
群
の
所
説
を
も
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
事

も
、
正
徹
が
、
偽
書
群
を
も
含
め
て
の
定
家
に
対
し
て
尊
崇
し
た
の
と
同

一
の

系
列
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
正
徹
の
影
響
を
考
え
る
事
が
出
来
る
。）

こ
の
よ
う
に
狭
義
に
於
け
る
表
現
論
と
し
て
は
、
正
徹
と
異
ら
な
い
心
敬
の

幽
玄
も
、
広
義
の
表
現
論
と
し
て
は
毎
月
抄
的
な
有
心
の
概
念
に
極
め
て
近
似

し
て
い
る

（註

一
参
照
）。　
即
ち
透
徹
し
た
表
現
主
体
の
表
出
に
先
行
す
る
事

が
要
請
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点
に
於
て
正
徹
の
幽
玄
論
と

は
異
つ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
幽
玄
の
価
値
づ
け
位
置
づ
け
に
於
て
は
、
幽
玄
を

最

一
と
す
る
正
徹
の
所
論
と
、
有
心
な
ど
と
並
立
的
に
と
か
れ
る
心
敬
の
そ
れ

と
の
間
に
も
明
か
な
相
違
が
存
す
る
。
そ
の
審
美
的
範
解
に
至
っ
て
は
、
正
徹

の
そ
れ
と
著
し
く
異
る
事
は
周
力
の
事
実
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
心
敬
の
幽

玄
が
よ
り
多
く
表
現
論
の
上
に
立
つ
と
す
れ
ば
　
彼
の
審
美
的
意
識
を
究
明
す

る
に
は
、
む
し
ろ

「え
ん
」
や
就
中

「
ひ
え
や
せ
」
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

心
敬
の

「え
ん
」
は
従
来
も
主
と
し
て
審
美
的
範
解
論
の
上
か
ら
検
討
が
加

え
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
久
松
潜

一
博
士

（註
二
）
な
ど
は
、
そ
の
本
質

を

「冷
艶
」
的
な
も
の
と
さ
れ
、
荒
木
良
雄
氏

（註
三
）
や
就
中
木
藤
才
蔵
氏

（註
四
）
は
む
し
ろ
王
朝
的
な

「優
艶
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
形
式
的
に
見
れ

ば
極
め
て
対
極
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
心
敬
の

「え
ん
」
を
客
体
的
に

考
察
し
て
、
中
世
と
い
う
時
代
的
な
契
機
に
主
点
を
置
く
立
場
と
、
心
敬
の
主

体
的
意
図
に
従

っ
て
古
典
的
懐
古
的
契
機
に
主
点
を
置
く
立
場
と
の
相
違
の
し

か
ら
し
め
る
所
で
あ
つ
て
、
そ
の
把
握
さ
れ
た
内
容
は
さ
ほ
ど
異
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
心
敬
の

「
え
ん
」
は
審
美
的
な
観
点
か
ら

考
察
を
加
え
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
お
お
い
つ
く

せ
な
い
反
面
が
あ
つ
て
、・
む
し
ろ
そ
こ
に
心
敬
の
ユ
ニ
ー
ク
な
意
識
が
か
く
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
さ
ゝ
め
ご
と
」

（註
五
）
の
著
明
な
箇
所
で
あ
る
、

「
え
ん
と
い
へ
ば
と

て
ひ
と
へ
に
句
の
姿
こ
と
ば
の
や
さ
ば
み
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
胸
の
う

ち
人
間
の
色
欲
も
う
す
く
、
よ
ろ
づ
に
跡
な
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
め
、
人
の
な

さ
け
を
忘
れ
ず
、
そ
の
人
の
恩
に
は
ひ
と
つ
の
命
を
も
か
ろ
く
思
ひ
侍
ら
ん
人

の
む
ね
よ
り
出
で
た
る
句
な
る
べ
し
。」
と
い
う
叙
述
は
Ｆ
え
ん
」
が
主
と
し
て

「
心
」
に
か
ヽ
わ
る
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
と
共
に
、
表
現
表
出
さ
れ

た

「
え
ん
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
は
認
め
難
く
、

「え
ん
」
の
生
れ
出
て
く
る

精
神
的
基
盤
を
説
明
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
と
し
て
、
人

間
的
な
欲
望
を
す
べ
て
空
ず
る
と
い
う
き
び
し
い
仏
教
的
な
観
想
と
徹
底
し
た

無
常
感
覚
、
さ
ら
に
恩
義
に
生
き
る
凛
烈
た
る
封
建
武
土
的
倫
理
が
主
張
さ
れ

て
い
る
。
ま
た

「
こ
と
ば
は
心
の
使
と
侍
れ
ば
、
胸
中
さ
む
く
清
か
ら
で
は
作

え
ん
成
べ
か
ら
ず
。」
（竹
馬
抄
）
と
い
う
場
合
も
、
表
現
以
前
の
心
情
と
し
て

の

「む
ね
の
う
ち
」
が
重
要
な
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ



れ
は
ま
た

「此
等
の
両
首
の
五
文
字
む
ね
の
底
よ
り
出
で
た
る
も
の
也
。
ひ
と

へ
に
心
ち
修
行
よ
り
出
で
た
る
な
る
べ
し
。」
（
さ
ゝ
め
ご
と
類
従
本
）
と
あ
る

よ
う
に
、
仏
語
と
し
て
の

「
心
地
」
に
相
即
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
表
現
以
前
の
心
情
あ
る
い
は
精
神
的
基
盤
か
ら
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
彼
の

「え
ん
」
の
特
質
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
し

て
幽
玄
に
つ
い
て
も
、
ま
た
透
逸
に
つ
い
て
も
根
本
的
に

「え
ん
」
が
要
求
さ

れ
て
く
る
。
幽
玄
体
に
つ
い
て

「古
人
の
幽
玄
」
と
と
り
お
け
る
は
心
を
最
用

と
せ
し
に
や
。
大
や
う
の
人
の
心
得
た
る
は
姿
の
や
さ
ば
み
た
る
な
り
。
心
の

え
ん
な
る
に
は
入
り
が
た
き
道
な
り
。」
（
さ
ゝ
め
ご
と
）
と
い
う
場
合
の
「
心
」

は
も
は
や
表
現
に
か
ヽ
わ
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
　
こ
う
し
た
　
「
心
の
え

ん
」
か
ら
、
は
じ
め
て
心
敬
の
そ
の
用
例
の
数
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
表

現
さ
れ
た
「
心
」
の

「え
ん
」、　
さ
ら
に
は

「
こ
と
ば
」
の

「
え
ん
」
と
い
う
よ

う
な
審
美
論
的
色
彩
を
帯
び
た
用
い
様
が
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な

「え
ん
」
も
所
詮
は
表
現
以
前
の
心
情
の
在
り
方
に
規
定
さ
れ
、

そ
れ
を
中
核
と
し
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の

「え
ん
」
は
詩

心
或
は
詩
情

（ポ
エ
ジ
ー
）
と
で
も
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
、
少
く
と
も
そ

う
し
た

一
面
を
持
つ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彼
は
良
基
以
来
の
和
歌

・
連
歌

一
如
観
を
発
展
徹
底
さ
せ
る
事
に
よ
つ
て
、

両
者
を
統

一
的
に
把
握
す
る

「詩
」
の
概
念
に
到
達
し
た
と
い
わ
れ
る

（註

一

参
照
）。　
そ
し
て
こ
れ
は
中
世
文
学
意
識
の
ま
さ
に
前
人
未
踏
の
最
高
の
達
成

と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
詩

の
概
念
に
相
則
す
る
も
の
と
し
て
、
詩
精
神
と
し
て
の

「え
ん
」
が
主
張
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
彼
は
、
周
知
の
通
り
和
歌

ｏ
連
歌
を
人
生
に
相
渉
る
も
の
と
し
て
と
ら

え
た
。
す
く
な
く
と
も
人
生
の
根
本
問
題

（彼
に
と
つ
て
そ
れ
は
仏
道
修
行
に

媒
介
さ
れ
て
出
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
）
か
ら
出
発
し
て
文
学
を
考
え
よ
う
と
し

た
。
そ
の
場
合
人
生
上
の
諸
問
題
と
形
象
と
し
て
の
詩
美
と
を
つ
な
ぐ
接
点
乃

至
は
中
間
項
と
し
て

「え
ん
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
い
う

「
え
ん
」
の
性
格
は
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

（註
四
参
照
）、
「
え
ん
」
は
著
し
く

王
朝
的
古
典
的
な
則
ち
懐
古
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
で
も
い
う
べ
き
契
機
を

蔵
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
少
く
と
も
心
敬
の
主
体
的
意
図
に
於
て
は

そ
う
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
が
、
表
面
古
典
的
世
界
へ
の
追
従
と
思
わ
れ
る

そ
の
詩
心
も
、
単
に
古
典
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。

「戴
安
道
は
雪
の
夜
の
月
に
、
は
る
か
の
浪
に
さ
を
さ
し
て
王
子
猶

を
尋
ね
侍
し
に
、
山
の
は
に
月
か
く
れ
侍
れ
ば
、
興
に
乗
じ
て
来
た
り
、
興
つ

き
て
帰
る
と
て
、　
子
猶
が
門
よ
り
あ
は
ず
し
て
帰
り
し
、　
艶
ふ
か
き
こ
と
に

や
。」
（
さ
ゝ
め
ご
と
類
従
本
）
と
彼
は
云
つ
て
い
る

（
た
ゞ
し
こ
の
説
話
は
晋

書
や
直
接
の
出
典
と
み
ら
れ
る
唐
物
語
に
徴
し
て
、
子
猶
が
安
道
を
尋
ね
た
と

す
る
天
理
本
系
統
が
正
し
い
。）。
天
理
本
で
は

「え
ん
」
の
か
わ
り
に

「な
さ

け
」
と
あ
り
、

「え
ん
」
が

一
種
の
詩
心
で
あ
る
事
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
た
ゞ
美
景
だ
け
を
満
喫
し
、
友
人
に
は
逢
わ
ず
に
帰
つ
た
と
い
う
こ

の
説
話
は
、
花
鳥
風
月
に
興
ず
る
と
い
う
唯
美
精
神
と
、
さ
ら
に
子
猶
に
逢
わ

ず
に
帰
る
と
い
う

一
種
非
情
の
詩
心
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
が
冥
合
し
て
い

る
の
を
み
て
と
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
彼
は

「さ
ゝ
め
ご

と
」
の
中
で
、
定
家

ｏ
家
隆

・
正
徹
を

「え
ん
」
な
る
歌
人
と
し
て
い
る
と
共

に
、
又
西
行

。
長
明
な
ど
の
隠
遁
者
を
あ
げ
て
同
じ
く

「
え
ん
」
な
る
歌
人
と

し
て
い
る
。
前
者
の
唯
美
の
殿
堂
を
う
ち
築
こ
う
と
し
た
唯
美
精
神
と
、
後
者

の
俗
世
と
の
轟
絣
を
す
べ
て
た
ち
き
り
詠
歌
三
味
に
ふ
け
る
と
い
う
点
―
―
非

情
の
詩
心
の
主
で
あ
る
と
い
う
点
―
―
に
於
て
「
え
ん
」
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。



こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
メ
ー
ン
な
も
の
を
否
定
し
た
非
情
の
詩
心
と
い
う
よ
う
な

契
機
は
、
前
述
の

「
え
ん
」
を
さ
ゝ
え
る
も
の
と
し
て
の
仏
教
的
な
ま
た
中
世

封
建
的
な
倫
理
乃
至
無
常
感
覚
か
ら
も
論
理
的
に
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
心
敬
の

「え
ん
」
を

一
つ
の
客
体
的
存
在
と
し
て
分
析
的
に
考

察
す
る
事
に
よ
つ
て
、
ヒ
ュ
ー
メ
ー
ン
な
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
そ
の
時
代

的
な
契
機
を
く
み
と
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「え
ん
」
は
い
わ

ば
、
非
情
の
心
情
に
さ
ゝ
え
ら
れ
て
古
典
的
な
も
の
を
志
向
し
た
際
の
詩
心
で

あ
り
詩
情
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

従
つ
て
彼
の
い
う

「え
ん
」
を
審
美
論
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
極
め

て
幅
ひ
ろ
い
も
の
に
な
る
筈
で
あ
る
。
事
実
そ
れ
は
、

「橋
か
す
む
河
べ
に
あ

を
き
柳
か
な
」
と
い
つ
た
情
景
は
そ
の
ま
ヽ

「え
ん
」
で
あ
り
、
ま
た

「春
は

何
と
な
く
え
ん
」
な
も
の
で
あ
つ
た

（岩
橋
）。
　
と
同
時
に

「
こ
ほ
り
ば
か
り

え
ん
な
る
は
な
し
。」
（
ひ
と
り
ご
と
）
と
も
言
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
代
的

な
契
機
が
入
り
こ
む
事
に
よ
つ
て
、
ひ
え
や
せ
た
も
の
も

「え
ん
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
幅
ひ
ろ
い
心
敬
の
美
観
の
中
で
も
、
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
い

う
ま
で
も
な
く

「
さ
む
く

・
ひ
え

ｏ
や
せ
・
こ
ほ
る
」
な
ど
の
一
連
の
美
感
覚

で
あ
つ
た
。

こ
れ
ら
の
語
は
、
必
ず
し
も
風
恭
美
や
景
情
の
美
的
範
解
を
さ
し
示
す
の
に

限
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、

「
さ
む
く
」

「
ひ
え
」

「
や
せ
」
は
美
の
範

蘇
を
さ
し
示
す
の
を
第

一
義
と
し
て
用
い
ら
れ
、
や
が
て
は
作
歌
作
旬
の
精
神

状
況

ｏ
態
度
と
い
つ
た
も
の
を
示
す
も
の
と
な
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。　
フ
」

ほ
る
」
は
む
し
ろ
後
者
を
第

一
義
と
し
て
、
風
然
美
を
示
す
語
と
し
て
転
用
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。　
そ
し
て
そ
れ
ら
を
補
う
語
と
し

て
、
「
さ
び
」
「清

し
」

「
し
み
」

「け
だ
か
く
」
等
の
語
も

一
連
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
等
に
よ
つ
て
さ
し
示
さ
れ
る
美
の
方
向
は
、

「も
と
よ
り
歌
道

は
、
毛
詩
よ
り
出
た
る
道
な
れ
ば
、
詩
の
か
た
心
工
夫
よ
ろ
し
か
る
べ
く
や
。

歌
道
よ
り
は
さ
む
く
ひ
え
や
せ
、
く
ら
ひ
た
か
く
侍
る
歎
。」
（所
々
返
答
第
二

状
）
と
す
る
如
く
、
漢
詩
的
な
風
韻
を
帯
び
た
凛
烈
た
る
感
触
で
あ
つ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
当
然
、

「
た
け
た
か
き
然
と
て
、
や
せ
さ
む
き

（
ひ
え
た
る
類
従

本
）
然
」

（さ
ゝ
め
ご
と
）
と
言
う
如
く
た
け
の
高
い
も
の
で
あ
り
、

「
一
ふ

し
の
墨
絵
か
ら
物
」

（所
々
返
答
第
二
状
）
的
な
情
趣
を
持
つ
た
も
の
で
あ
つ

た
。す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
こ
の
よ
う
な
用
語
の
う
ち

「さ
む
く
」

「

や
せ
た
り
」
な
ど
に
は
、
シ
ナ
詩
論
の
影
響

（註
六
）
が
認
め
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
し
、
ま
た
三
体
和
歌
に
つ
い
て
記
し
た
明
月
記
の
記
載
や
、
桐
火
桶
の

広
本
系
の
諸
本
固
有
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
他

「さ
び
」

「清
し
」
や

「け
だ
か
く
」
な
ど
も
す
で
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
こ
う
し
た
用
語
を
用
い
一
つ
の
美
的
範
解
を
意
識
的
に
構
築
し
て
行
つ

た
と
い
う
点
に
於
て
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

彼
の

「え
ん
」
な
ど
か
ら
し
て
、
そ
の
審
美
論
は
凡
そ
以
上
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
が
、
し
か
し
心
敬
の
究
極
の
立
場
は
前
述
の
よ
う
に
詩
の
本
質
を
表
現

主
体
の
在
り
方
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
所
に
あ
つ
た
。
詩
は
表
現
の
芸
や
術

‐
で
は
な
く
、
所
詮
魂
の
所
産
で
あ
る
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は

「稽
古

ば
か
り
に
て
は
可
至
に
あ
ら
ず
。」
（苔
筵
）
と
し
て
、
当
然

「
修
行
」
を
重
視

す
る
。
そ
れ
は
結
局

「
心
地
修
行
」
に
帰
着
し
、

「冷
暖
自
知
」
す
べ
き
も
の

で
あ
つ
た
。

以
上
た
ど
つ
て
来
た
彼
の
所
論
の
箇
々
の
側
面
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
正
徹



の
教
え
が
端
緒
と
な
つ
た
事
は
多
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
狭
義
の
幽
玄
論
以
外

に
は
直
接
正
徹
の
大
き
な
影
響
を
考
え
難
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
今
ま

で
の
諸
家
の
論
が
主
と
し
て
両
者
の
相
違
を
指
摘
し
て
来
た
の
は
正
し
い
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
詩
の
本
質
を
表
現
主
体
の
在
り
方
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
い
う
心

敬
の
叙
上
の
文
学
の
特
質
を
思
う
時
、
単
に
所
論
の
箇
ス
の
側
面
の
比
較
に
と

ゞ
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
形
成
表
出
さ
れ
る
基
盤
を
解
明
し
て
、
そ
う
し
た
所
で

心
敬
が
い
か
に
正
徹
と
か
ヽ
わ
つ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
両
者

の
関
係
を
考
え
る
上
で
一
層
根
本
的
で
あ
り
、
ま
た
必
要
に
な
つ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

註

一
、
日
中
裕
先
生

「
心
敬
連
歌
論
の
課
題
」
釜
”
文

一
四
輯
）

註
二
、

「
日
本
文
学
評
論
史

・
古
代
中
世
編
」

註
三
、

「
心
敬
」

註
四
、

「
心
敬
の
連
歌
論
―
―
そ
の
艶
を
中
心
に
」

（国
語
と
国
文
学
二
一

巻

一
二
号
）

註
五
、

「
さ
ゝ
め
ご
と
」
の
引
用
は
特
別
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り

「校
註
さ

ゝ
め
ご
と
」
（木
藤
才
蔵
氏
）
所
収
の
天
理
本
に
よ

っ
た
。

註
六
、
大
田
兵
六
郎
氏

「中
世
歌
学
と
支
那
詩
学
」

（国
語
と
国
文
学
二
一

巻
七
号
）
、
小
西
甚

一
氏

「良
基
と
宋
代
詩
論
」
釜
中
文

一
四
輯
）

三

そ
れ
で
は
心
敬
の
文
学
本
質
観
は
ど
の
よ
う
な
礎
石
の
上
に
建
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
基
盤
乃
至
は
彼
の
文
学
観
を
形
成
す
る
過
程
に

於
て
、
ど
の
よ
う
に
正
徹
か
ら
学
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「清
岩
和
尚
の
言
、
我
は
為
秀
卿
了
俊
の
末
葉
に
侍
れ
ど
も
、
歌
は
た
ゞ
定

家

・
慈
鎮
の
む
ね
の
内
を
直
に
尋
ね
う
ら
や
み
侍
り
。
く
だ
り
は
て
た
る
家
の

二
条
冷
泉
を
ば
し
た
ひ
侍
ら
ず
と
常
に
語
給
へ
る
。
ま
こ
と
に
向
上
直
路
な
る

か
な
。」
（苔
延
）
と
彼
は
感
動
の
念
を
以
て
正
徹
の
言
葉
を
伝
え
て

い
る
。

叉

「
こ
ゝ
ろ
を
ば
い
づ
も
八
重
垣
八
雲
を
も
こ
え
ん
と
思
へ
松
の
こ
と
の
葉
」

と
い
う
工
徹
の
詠
歌
を
あ
げ
、

「拙
者
も
此
道
は
仏
果
円
極
の
所
こ
そ
う
ら
や

ま
し
く
も
侍
れ
。」
（所
々
返
答
第
二
状
）
と
記
し
そ
の
共
感
は
大
き
い
。
こ
の

よ
う
な
正
徹
の
向
上
直
路
の
精
神
は
、
お
そ
ら
く
心
敬
の
魂
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
や

ま
な
か
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
と
さ
ら
冷
泉
派
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
、
た
と
え
ば

「頓
阿
法
師
歌
な
ど
う
る
は
し
く
お
だ
し
く
大
切
な
る
や
。
」

（苔
筵
）
と
い
う
ょ
う
な
評
価
な
ど
に
も
う
か
ゞ
え
る
所
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
学
精
神
は
ま
た
彼
の
烈
し
い
個
の
主
張
に
導
か
れ
て
、
き
び
し

い
主
体
的
立
場
の
確
立
と
な
る
。

「我
が
歌
は
わ
ろ
か
る
べ
し
。
毎
々
人
の
歌

を
よ
ま
じ
と
案
じ
侍
る
ほ
ど
に
と
あ
り
し
、
は
づ
か
し
き
事
な
り
。
」
（さ
ゝ
め

ご
と
）
と
彼
は
正
徹
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。

「人
の
歌
を
よ
ま
じ
」
と
す
る

個
の
主
張
は
、
反
面
他
者
に
対
す
る
寛
容
を
も
意
味
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
了

俊
以
来
の
己
の
好
む
風
然
を
学
べ
と
い
う
冷
泉
派
の
主
張
の
中
に
あ
つ
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
心
敬
は
、
そ
れ
を
正
徹
か
ら
直
接
体
得
し
た
わ
け
で
あ
る
。

彼
が
そ
の
審
美
論
に
於
て

「
ひ
え
」
「
や
せ
」等
の
美
観
を
主
張
し
な
が
ら
も
、

唯

一
絶
対
の
も
の
と
し
な
か
つ
た
わ
け
は
、
前
述
の
理
由
以
外
に
こ
ゝ
に
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
正
徹
の
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
正
徹
的
な
特
質
に
特
に
こ
だ

わ
ろ
う
と
し
な
い
で
一
見
し
て
両
者
が
著
し
く
異
つ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
理

由
も
こ
に
あ
る
。

こ
う
し
た
主
体
的
立
場
の
確
立
は
、
相
対
的
な
意
味
で
の
自
由
主
義
的
な
考

え
と
か
ヽ
わ
り
あ
つ
て
い
る
。
と
言
つ
て
も
そ
の
自
由
主
義
と
い
う
の
は
、
決

し
て
近
代
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
は

「
い



づ
れ
も
諸
道
は
明
師
の
下
に
入
て
、
日
夜
庭
訓
を
尽
し
て
さ
か
ひ
に
い
た
る
な

ら
ひ
な
る
ぞ
。
連
歌
士
は
わ
が
証
得
の
み
に
て
立
所
を
更
に
尋
侍
ら
ず
。
ほ
し

き
ま
ゝ
に
見
え
侍
る
と
也
。
さ
れ
ば
率
雨
あ
や
ま
ち
の
み
お
ほ
く
侍
る
と
い
へ

る
。」

（苔
筵
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
立
所
」
に
従
う
と
い
う
事
は
彼

に
於
て

も
、
あ
ま
り
に
も
当
然
す
ぎ
る
自
明
の
理
で
あ
つ
た
。
し
か
し
反
面
、

「あ
な

が
ち
に
世
入
し
れ
る
外
に
秘
事
口
伝
と
て
さ
の
み
あ
る
べ
か
ら
ず
。
偏
に
め
を

と
め
首
を
か
た
ぶ
け
胸
の
中
の
工
夫
の
上
の
み
成
べ
し
。
た
ゞ
心
を
静
に
す
る

と
数
寄
と
の
此
外
稽
古
あ
る
べ
か
ら
ず
。」

（竹
馬
抄
）
と
し
て
い
る

の
で
あ

る
。
高
次
の
立
場
に
立
て
ば
、
従
つ
て
最
も
本
質
的
に
は
、
自
己
の
胸
中
の
工

夫
が
す
べ
て
で
あ
つ
た
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
し
て
、
こ
と
さ
ら
秘
伝
秘
説
の

意
義
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
す
で
に
正
徹
に
於
て
秘
伝
意
識
は
乏
し
か
つ
た

か
と
思
わ
る
が

（註
）、　
心
敬
も
こ
れ
を
受
継
い
だ
も
の
と
云
つ
て
さ
し
つ
か

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
意
識
は
当
然
非
文
学
的
な
権
威
の
に
否
を
も
意
味
す
る
。

「家
々

に
あ
ら
ず
、
つ
ぐ
を
も
つ
て
家
と
す
。
人
々
に
あ
ら
ず
、
知
る
を
も
つ
て
人
と

す
。」
（さ
ゝ
め
ご
と
）
と
い
た
ず
ら
に
一
子
相
伝
を
事
と
す
る
家
流
意
識
を
否

定
し
た
り
、
竹
馬
抄
に
は
、
勅
撰
集
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判
と
儀
礼
的
な
会

席
の
無
価
値
の
主
張
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
、　
一
方
で
は
権
門
に
対
し
て
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
奴
隷
的
な
細
心
さ
も

一
応
そ
れ
と
し
て
説
明
細
叙
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
非
文
学
的
な
権
威
に
対
す
る
き
び
し
い
拒
否
の
精
神

は
汲
み
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
精
神
は
、
正
徹
に
於
て
は
明
確

な
主
張
と
な
つ
て
現
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
心
敬
は
、
正
徹
に
学
び
正
徹
を

受
容
す
る
過
程
に
於
て
こ
れ
を
意
識
化
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
い
う
精
神
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
文
学
の
純
粋
性
の
主
張
と

い
つ
て
よ
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
周
知
の
通
り
、
凡
俗
を
排
す
る
と
い
う
極
め
て

非
大
衆
的
な
高
踏
的
な
立
場
に
連
つ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
の
排
斥
す
る
凡
俗
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
武
士
的
な
も
の
を
意
味

し
た
。
彼
は
正
徹
に
学
ん
だ
故
と
し
て
比
較
的
高
く
評
価
し
て
い
る
宗
初
に
対

し
て
さ
え
所
詮

「俗
人
」
で
あ
り

（仏
道
修
業
心
の
欠
如
）、
「
む
ね
の
う
ち
ま

す
ら
お
」
で
あ
る

（貴
族
的
優
雅
さ
の
欠
如
）
と
い
う
視
点
か
ら
き
び
し
い
批

難
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
武
士
的
な
も
の
の
拒
否
が
、

そ
の
ま
ヽ
貴
族
的
な
も
の
、
王
朝
的
な
も
の
の
肯
定
を
意
味
し
な
い
事
は
前
述

の
心
敬
の
文
学
観
の
分
析
か
ら
窺
え
る
所
で
あ
る
。
い
わ
ば
彼
は
三
朝
的
な
も

の
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
は
み
出
た
わ
け
で
あ
る
。

正
徹
が
、
当
時
の
上
層
武
士
の
要
求
す
る
艶
一麗
な
も
の
を
、
新
古
今
の
中
に

自
ら
求
め
て
行
つ
た
の
と
比
較
す
れ
ば
、
心
敬
も
新
古
今
を
絶
対
視
し
た
と
い

う
点
で
は
共
通
し
な
が
ら
も
、
武
士
的
な
も
の
を
拒
否
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
新
古
今
も
艶
一麗
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ

仏
教
的
な
視
点
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
結
果
的
に
は
、
王
朝
的
な
も
の
を
変
容

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
心
敬
の
独
自
な
立
場
が
確
立
し
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
中
世
文
学
が
到
達
し
た

一
つ
の
典
型
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
な
ら
ば
、
彼
の
高
踏
的
な
立
場
と
い
う
も
の
は
、
中
世

的
な
も
の
を
打
出
す
た
め
の
極
め
て
苦
渋
に
満
ち
た
姿
勢
と
し
て
の
一
面
を
持

つ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
そ
れ
は
正
徹
を
の
り
こ
え
た
世

界
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
そ
れ
も
結
局
正
徹
と
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
主
体
的

立
場
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、　
正
徹
の
影
響
を
考
え
ざ
る
を
得

な

い
。

註
、
正
徹
に
秘
伝
意
識
が
少
か
つ
た
で
あ
ろ
う
事
は
、「
文
安
六
年
七
月
十

二
日
招
月
庵
妙
行
寺
辺
に
暫
く
旅
宿
あ
り
し
に
た
づ
ね
ま
か
り
て
、
例



式
の
歌
の
事
ど
も
た
づ
ね
中
し
に
、
色
々
の
事
あ
り
て
こ
の
歌
を
中
さ

れ
し
。

（歌
略
）
た
れ
に
も
こ
れ
を
申
す
と
申
さ
れ
し
。
予
は
秘
す
心

あ
り
て
不
レ
書
レ
之
。」
（東
野
州
聞
書
）
と
記
し
て
い
る
東
常
縁
と
の
対

比
に
よ
つ
て
あ
る
程
度
傍
証
す
る
事
が
出
来
よ
う
。

四

こ
ゝ
で
心
敬
を
し
て
正
徹
を
受
容
せ
し
め
た
共
感
の
必
然
性
を
敢
て
一
言
で

言
い
現
わ
す
と
す
れ
ば
、
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
厳
し
い
向
上
直
路

の
精
神
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
新
古
今
的
な
艶
一麗
さ
を
追
慕
す
る
に
あ
ま
り
に

も
急
で
詩
内
容
そ
れ
自
体
の
新
し
い
開
拓
を
多
く
試
み
な
か
つ
た
正
徹
に
と
つ

て
は
、
そ
れ
は
い
わ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
の
極
限
追
求
と
な
つ
た
の
に
対
し

て
、
極
め
て
狭
く
ま
た
イ
デ
ア
ル
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
し
て
も
、　
一
応

開
か
れ
た
世
界
を
望
見
し
得
た
心
枚
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同
質
で
は
な
か
つ

た
。
し
か
し
主
体
的
な
魂
に
と
つ
て
質
的
に
同

一
で
あ
る
と
い
う
事
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
共
感
と
は
常
に
何
ら
か
の
共
通
の
要
素
が
あ
れ
ば

成
立
つ
の
で
あ
つ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
被
影
響
者
の
主
体
の
在
り
方
が
よ

り
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
持
つ
て
い
る
。
少
く
と
も
心
敬
に
よ
つ
て
切
取
ら
れ
た

正
徹
は
、

「向
上
直
路
」
の
精
神
を
中
核
と
し
て
い
た
。

正
徹
は

「其
風
を
ま
な
ぶ
と
も
、
て
に
を
は
詞
を
に
せ
侍
る
は
、
か
た
は
ら

い
た
き
事
也
。
い
か
に
も
其
風

（ィ
骨
）
心
づ
か
ひ
を
ま
な
ぶ
べ
き

な

り
。
」

（徹
書
記
物
語
）
と
記
し
て
定
家
を
主
体
的
に
受
け
と
め
、
彼
の
所
謂
「風
骨
」

を
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

（註
）
心
敬
自
身
も

「
ち
か
く
は
清
岩
和
尚
の
風
骨

を
麓
細
に
い
り
ま
な
び
修
行
此
道
の
至
極
な
る
べ
く
哉
。」
（苔
筵
）
と
言
つ
て

い
る
の
で
あ
る
。
正
徹
が
定
家
の

「風
骨
」
を
学
び
取
つ
た
よ
う
に
、
心
敬
も

正
徹
の

「風
骨
」
を
学
ぼ
う
と
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
一
見
正
徹
の
そ
れ
と
才
し
く
異
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
心
敬
の
文

学
も
、
実
は
最
も
本
質
的
な
所
で
深
く
正
徹
か
ら
学
び
と
つ
て
い
る
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
詩
の
本
質
を
表
現
主
体
の
在
り
方
に
あ
る
と
す
る
心

敬
に
と
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
受
容
の
仕
方
は
い
か
に
も
当
然
で
あ
り
、
受
容
の

仕
方
に
於
て
も
、
正
徹
と
同

一
の
系
列
に
立
つ
て
さ
ら
に
そ
れ
に
徹
し
た
も
の

と
言
え
よ
う
。

註
、
拙
稿

「
正
徹
の
定
家
受
容
―
―
幽
玄
論
の
定
立
を
め
ぐ
つ
て
―
―
」

（語
文

一
五
韓
）
　
　
　
　
―
―
大
阪
大
学
大
学
院
学
生
―
―




