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応
永
三
十
年
(
-
四
二
三
）
の
奥
書
を
も
っ
『
三
道
』
は
、
世
阿

弥
か
ら
息
男
元
能
に
与
え
ら
れ
た
伝
書
で
あ
る
。
能
作
の
根
本
と
し

て
種
・
作
・
書
の
三
要
素
を
説
く
ほ
か
に
、
「
三
体
作
書
条
々
」
を

載
せ
て
い
る
。
「
三
体
作
書
条
々
」
の
な
か
で
は
、
能
の
書
き
方
が

説
明
さ
れ
て
お
り
、
老
体
・
女
体
・
軍
体
の
三
体
の
条
の
あ
と
に
、

放
下
、
砕
動
風
鬼
の
条
が
お
か
れ
る
。
砕
動
風
鬼
の
能
の
書
き
方
を

示
し
た
末
尾
に
は
、
「
力
動
風
鬼
ハ
、
勢
形
心
鬼
也
。
其
人
体
、
頴

ル
態
相
ノ
異
風
也
。
此
風
形
、
当
流
二
不
得
。
只
、
砕
動
風
鬼
、
以

此
見
風
卜
成
所
也
」
と
記
し
、
「
力
動
風
鬼
」
を
当
流
に
お
い
て
は

演
じ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

「
力
動
風
鬼
」
と
は
、
力
強
い
動
き
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、
恐
ろ

し
さ
を
見
る
者
に
印
象
づ
け
る
よ
う
な
鬼
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

至
極
の
上
手
が
、
「
闊
た
る
位
の
態
」
と
し
て
恐
ろ
し
い
鬼
を
演
じ

は
じ
め
に

—
下
三
位
の
芸
風
解
釈
の
視
点
か
ら

1

世
阿
弥
伝
書
に
み
る

「鬼」

の
習
道

れ
ば
、
そ
れ
は
め
ず
ら
し
さ
と
な
り
、
面
白
き
所
と
な
り
得
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
二
条
良
基
の
連
歌
論
を
載
せ
る
『
連
理
秘
抄
」
〔
貞

和
五
年
（
―
-
―
-
四
九
）
〕
で
は
、
「
異
物
」
と
し
て
「
常
に
用
い
ざ
る
所

の
鬼
風
情
の
物
也
。
時
に
よ
る
べ
し
。
珍
し
き
物
、
目
覺
て
興
あ
る

事
も
あ
り
」
と
し
、
鬼
を
め
ず
ら
し
き
も
の
と
し
て
い
る
が
、
能
芸

論
に
お
け
る
鬼
の
見
方
に
も
そ
う
し
た
解
釈
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
「
力
動
風
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
演
じ
方
を
禁

じ
る
こ
と
は
、
極
め
た
る
上
手
が
演
じ
た
鬼
に
つ
い
て
の
評
価
を
覆

す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
が
、
世
阿
弥
は
却
来
を
用
い
た
習
道
の
体
系

を
構
築
し
、
芸
態
に
対
す
る
あ
ら
た
な
見
方
を
提
示
し
た
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
和
歌
の
修
練
の
階
梯
を
も
と
に
、
立
体
的
な
習
道
の

体
系
を
組
む
こ
と
で
、
芸
位
は
よ
り
細
分
化
さ
れ
、
習
道
の
達
成
段

階
に
応
じ
た
表
現
が
な
さ
れ
た
。
以
前
、
拙
稿
「
世
阿
弥
の
『
鬼
」

再
検
ー
「
砕
動
風
」
「
力
動
風
」
の
位
相
の
変
遷
—
」
で
は
、
主
に
「
砕

動
風
」
に
演
じ
ら
れ
る
鬼
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
そ
こ
で
は
同
時

澤

野

加

奈
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に
、
観
阿
弥
や
出
家
以
後
の
世
阿
弥
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
鬼
が
、

「
砕
動
風
鬼
」
で
も
「
力
動
風
鬼
」
で
も
な
い
能
と
し
て
伝
書
の
な

(2) 

か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
一
部
前
稿
と

重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
力
動
風
鬼
」
を
禁
じ
た

の
ち
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
習
道
の
体
系
を
通
し
て
、
世
阿
弥

が
そ
こ
で
捉
え
直
し
た
鬼
の
能
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
す
る
。

ま
ず
、
『
三
道
』
以
前
に
書
か
れ
た
伝
書
の
な
か
で
、
鬼
の
演
能

が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
お
く
。
『
風
姿
花
伝
」

第
二
物
学
条
々
に
み
る
「
鬼
」
の
条
に
は
、
「
是
、
こ
と
さ
ら
大
和

の
物
。
一
大
事
也
」
と
あ
り
、
鬼
の
能
は
大
和
猿
楽
に
お
い
て
重
要

な
芸
風
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
鬼
を
演
じ
る
に
あ
た
り

次
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

抑
、
鬼
の
物
ま
ね
、
大
な
る
大
事
あ
り
。
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
、

面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
り
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐

ろ
し
き
心
と
面
白
き
と
は
、
黒
白
の
違
ひ
也
。
さ
れ
ば
、
鬼
の

面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、
極
め
た
る
上
手
と
も
申
べ
き
か
。

さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
も
、
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物
は
、
こ
と

さ
ら
花
を
知
ら
ぬ
為
手
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
若
き
為
手
の
鬼

『
三
道
』
以
前
の
強
く
恐
ろ
し
き
鬼

は
、
よ
く
し
た
り
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
更
に
面
白
か
ら
ず
。
鬼

ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物
は
、
鬼
も
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
る

べ
き
か
。
く
は
し
く
習
ふ
べ
し
。
た
ゞ
、
鬼
の
面
白
か
ら
む
た

し
な
み
、
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
。

鬼
は
本
来
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
若
い
為
手
が
鬼
を
十
分

に
演
じ
た
と
し
て
も
、
面
白
い
能
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
鬼
ば
か
り
を

演
じ
る
為
手
の
鬼
に
も
面
白
さ
は
見
出
し
難
い
と
い
う
。
そ
れ
に
対

し
、
恐
ろ
し
い
鬼
の
能
を
面
白
く
演
じ
る
為
手
は
、
極
め
た
上
手
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
し
て
い
る
。
鬼
の
面
白
さ
に
つ
い
て
は
、

『
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
巌
二
花
ノ
咲
カ
ン
ガ
ゴ
ト
シ
」
卜
申
シ
タ
ル
モ
、
鬼
ヲ
バ
、

強
ク
、
恐
ロ
シ
ク
、
肝
ヲ
消
ス
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ナ
ラ
デ
ハ
、
ヲ
ヨ

ソ
ノ
風
体
ナ
シ
。
コ
レ
、
巌
ナ
リ
。
花
ト
イ
フ
ハ
、
余
ノ
風
体

ヲ
残
サ
ズ
シ
テ
、
幽
玄
至
極
ノ
上
手
卜
人
ノ
思
イ
慣
レ
タ
ル
所

二
、
思
イ
ノ
外
二
鬼
ヲ
ス
レ
バ
、
メ
ヅ
ラ
シ
ク
見
ユ
ル
、
所
、

コ
レ
花
ナ
リ
。
シ
カ
レ
バ
、
鬼
バ
カ
リ
ヲ
セ
ン
ズ
ル
為
手
ハ
、

巌
バ
カ
リ
ニ
テ
、
花
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

強
く
、
恐
ろ
し
く
、
肝
を
消
す
よ
う
な
鬼
ば
か
り
を
演
じ
て
い
て

は
、
め
ず
ら
し
さ
が
な
く
、
巌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
幽
玄
を
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極
め
た
為
手
が
思
い
の
ほ
か
に
鬼
を
演
じ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
め
ず

ら
し
さ
と
な
り
、
花
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
と
同
様
の
論
理
は
、
次
に
み
る

『
至
花
道
」
（
応
氷
二
十
七
年
〔
一
四
二
〇
〕
奥
書
）
の
「
閾
位
事
」
の
な

か
に
も
み
え
る
。

此
芸
風
に
、
上
手
の
極
め
至
り
て
、
蘭
た
る
心
位
に
て
、
時
々

異
風
を
見
す
る
事
の
あ
る
を
、
初
心
の
人
、
こ
れ
を
学
ぶ
事
あ

り
。
こ
の
闊
け
て
な
す
所
の
達
風
、
左
右
な
く
学
ぶ
べ
き
事
に

は
あ
ら
ず
。
な
に
と
心
得
て
似
せ
学
ぶ
や
ら
ん
。
‘

抑
、
闊
た
る
位
の
態
と
は
、
此
風
道
を
、
若
年
よ
り
老
に
至
る

ま
で
の
年
来
稽
古
を
、
こ
と
ご
と
く
尽
く
し
て
、
是
を
集
め
、

非
を
除
け
て
、
巳
上
し
て
、
時
々
上
手
の
見
す
る
手
立
の
心
力

也
。
こ
れ
は
、
年
来
の
稽
古
の
程
は
嫌
い
除
け
つ
る
非
風
の
手

を
、
是
風
に
少
し
交
ふ
る
事
あ
り
。
上
手
な
れ
ば
と
て
な
に
の

た
め
非
風
を
な
す
ぞ
な
れ
ば
、
こ
れ
は
上
手
の
故
実
な
り
。
よ

き
風
の
み
な
ら
で
は
上
手
に
は
無
し
。
さ
る
程
に
、
よ
き
所
め

づ
ら
し
か
ら
で
、
見
所
の
見
風
も
少
し
目
慣
る
、
や
う
な
る
処

に
、
非
風
を
稀
に
交
ふ
れ
ば
、
上
手
の
た
め
は
、
こ
れ
又
め
づ

ら
し
き
手
也
。
さ
る
ほ
ど
に
、
非
風
却
て
是
風
に
な
る
遠
見
あ

り
。
こ
れ
は
、
、
上
手
の
風
力
を
以
て
、
非
を
是
に
化
か
す
見
体

也
。
さ
れ
ば
、
面
白
き
風
体
を
も
な
せ
り
。

至
極
の
上
手
が
よ
き
風
を
演
じ
て
も
、
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
と
し

て
見
所
の
目
に
は
映
る
。
そ
う
し
た
な
か
に
、
稀
に
異
風
・
非
風
を

交
え
る
こ
と
で
め
ず
ら
し
さ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
「
非
風
」
の

具
体
的
な
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
非
は
是
の
対
義
語
で
あ
り
、

通
常
な
ら
ば
「
嫌
い
除
け
つ
る
」
芸
風
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

「
異
風
」
の
用
例
は
『
三
道
』
の
な
か
に
み
え
、
そ
こ
で
は
「
力
動

風
鬼
」
を
「
異
風
」
と
し
て
表
記
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
蘭

け
た
る
位
の
態
」
と
し
て
み
せ
る
「
異
風
」
の
内
容
に
、
「
力
動
風
鬼
」

の
演
能
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

翌
花
道
』
の
「
二
曲
三
体
事
」
に
説
か
れ
る
風
体
を
絵
図
に
示

し
た
『
二
曲
三
体
人
形
図
」
（
応
永
二
十
八
年
奥
書
）
で
は
、
鬼
の
絵

図
と
と
も
に
そ
の
演
じ
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
力
動
風
」
の
項
に

は
唐
冠
を
か
む
り
、
笞
を
も
っ
た
冥
途
の
鬼
の
絵
図
が
描
か
れ
て
お

り
、
そ
の
演
じ
方
と
し
て
、
「
是
は
、
力
を
体
に
し
て
は
た
ら
く
風

な
れ
ば
、
品
あ
る
べ
か
ら
ず
。
心
も
鬼
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
い
か
つ

の
見
風
に
て
、
面
白
き
よ
そ
ほ
ひ
少
な
し
。
然
共
、
曲
風
を
重
ね
、

風
体
を
尽
く
し
た
る
急
風
に
一
見
す
れ
ば
、
目
を
驚
か
し
、
心
を
動

か
す
一
興
あ
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
再
風
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
可
心
得
」

と
あ
る
。
曲
風
を
尽
く
し
た
な
か
に
演
じ
れ
ば
、
見
る
者
の
目
を
驚

か
す
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
力
強
く
は
た
ら
く
風
体
そ
れ

自
体
は
、
面
白
き
風
情
の
少
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
砕
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習
道
の
墓
本
課
程
を
二
曲
三
体
と
し
て
示
す
伝
書
に
、
「
至
花
道
』

『
花
鏡
』
が
あ
る
。
『
至
花
道
』
の
「
二
曲
三
体
事
」
で
は
、
舞
歌
の

二
曲
と
、
老
体
・
女
体
・
軍
体
の
三
体
を
習
道
の
入
門
と
し
、
「
此

習
道
の
順
序
ー
「
拉
鬼
鉢
」

の
習
道
に
照
ら
し
て
1

動
風
」
の
項
に
は
、
「
此
砕
動
風
、
形
は
鬼
な
れ
共
、
心
は
人
な
る

が
ゆ
へ
に
、
身
に
力
を
さ
の
み
持
た
ず
し
て
立
ち
ふ
る
ま
へ
ば
、
は

た
ら
き
細
や
か
に
砕
く
る
也
。
心
身
に
力
を
入
ず
し
て
、
身
の
軽
く

な
る
所
、
則
砕
動
之
人
体
也
。
惣
じ
て
、
は
た
ら
き
と
申
は
、
此
砕

動
之
風
を
根
体
と
し
て
、
老
若
・
童
男
・
狂
女
な
ど
に
も
、
事
に
よ

り
て
砕
動
之
心
根
可
有
」
と
あ
る
。
「
砕
動
風
」
は
、
鬼
だ
け
で
な

く
老
若
・
童
男
・
狂
女
な
ど
に
も
応
用
さ
れ
る
演
じ
方
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。

『
三
道
』
の
「
砕
動
風
鬼
の
能
作
」
に
お
い
て
、
若
き
為
手
た
ち
は
、

鬼
を
「
砕
動
風
」
に
演
じ
る
も
の
と
さ
れ
、
「
力
動
風
鬼
」
の
演
能

は
当
流
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
至
極
の
上
手
が
風

体
を
尽
く
し
た
な
か
に
演
じ
て
い
た
、
強
く
恐
ろ
し
い
「
異
風
」
の

鬼
は
、
あ
ら
た
に
用
意
さ
れ
る
習
道
の
体
系
の
な
か
で
、
「
力
動
風
鬼
」

と
は
別
の
位
置
づ
け
へ
と
導
か
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下

で
は
、
和
歌
の
修
業
論
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
、
能
芸

の
習
道
論
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

外
の
風
曲
の
品
々
は
、
み
な
、
こ
の
二
曲
三
体
よ
り
を
の
づ
か
ら
出

来
る
用
風
を
、
自
然
自
然
に
待
べ
し
」
と
あ
り
、
「
身
動
足
踏
の
生

曲
は
、
軍
体
の
用
風
よ
り
出
で
て
」
と
あ
る
。
『
二
曲
三
体
人
形
図
』

で
は
、
「
砕
動
風
」
に
「
身
動
足
踏
生
曲
出
所
」
と
付
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
「
砕
動
風
」
は
軍
体
を
習
得
し
た
後
に
演
じ
得
る
芸
態
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
元
雅
に
相
伝
さ
れ
た
「
花
鏡
」
は
応
永

三
十
一
年
の
奥
書
を
も
つ
が
、
『
二
曲
三
体
人
形
図
」
（
応
氷
二
十
八
年

奥
書
）
の
な
か
に
『
花
鏡
」
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
な
成

立
は
応
水
二
十
八
年
以
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る
伝
書
で
あ
る
。
次
に

み
る
「
花
鏡
』
の
「
知
習
道
事
」
の
記
述
は
追
加
記
事
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
増
補
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

そ
こ
に
は
「
先
、
二
曲
を
習
は
ん
程
は
、
三
体
を
ば
習
ふ
べ
か
ら
ず
。

三
体
を
習
ふ
時
分
な
り
と
も
、
軍
体
を
ば
し
ば
ら
く
習
ふ
べ
か
ら
ず
。

軍
体
を
習
う
共
、
砕
動
・
カ
動
な
ど
ま
で
を
ば
残
す
べ
き
、
年
来
の

時
分
あ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
三
体
の
外
に
な
る
砕
動
・
カ
動
は
修
業

の

最

後

に

置

か

れ

て

い

る

。

・

こ
れ
ら
『
至
花
道
j

『
花
鏡
』
で
は
、
二
曲
三
体
か
ら
そ
の
用
風

へ
と
い
っ
た
一
方
向
的
な
修
業
の
流
れ
を
示
し
て
い
る
が
、
次
に
み

る
『
九
位
』
の
「
習
道
の
次
第
条
々
」
で
は
、
二
曲
三
体
の
習
道
論

を
取
り
込
み
な
が
ら
、
「
九
位
」
と
い
う
能
芸
の
位
階
を
用
い
て
立

体
的
な
体
系
を
組
ん
で
い
る
。
「
九
位
』
は
奥
書
を
も
た
ず
、
成
立

年
次
は
不
明
な
伝
書
だ
が
、
応
永
三
十
五
年
の
奥
書
を
も
っ
『
六
義
』
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此
中
三
位
よ
り
上
三
花
に
至
り
て
、
安
位
妙
花
を
得
て
、
さ
て

の
な
か
に
、
「
九
位
」
の
名
目
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以

前
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
以
前
な
の
か
は
明

確
で
は
な
い
が
、
『
三
道
』
の
な
か
に
『
九
位
』
の
内
容
が
反
映
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
『
九
位
』
の
成
立
を
「
三
道
」

以
降
の
も
の
と
し
て
考
え
て
お
く
。

『
九
位
」
は
能
の
芸
位
を
九
段
階
に
分
け
、
上
三
花
を
妙
花
風
・

寵
深
花
風
・
閑
花
風
、
中
三
位
を
正
花
風
・
広
精
風
・
浅
文
風
、
下

三
位
を
強
細
風
・
強
鹿
風
・
鹿
鉛
風
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
位
の
内

容
を
、
禅
林
用
語
な
ど
を
用
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
九
位
』

の
後
半
に
み
る
「
習
道
の
次
第
条
々
」
で
は
、
「
九
位
」
の
位
階
に

み
る
習
道
の
順
序
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
中
三
位
の

「
浅
文
風
」
か
ら
入
門
し
、
そ
こ
で
舞
歌
の
二
曲
を
稽
古
す
る
。
そ

の
後
、
「
広
精
風
」
を
経
た
「
正
花
風
」
に
お
い
て
二
曲
よ
り
三
体

に
至
る
。
上
三
花
に
上
る
と
、
「
閑
花
風
」
で
は
各
種
の
芸
が
安
位

に
至
り
、
「
寵
深
花
風
」
で
は
究
極
の
幽
玄
な
姿
を
成
し
、
有
無
中

道
の
見
風
を
み
せ
る
。
そ
し
て
、
至
上
の
境
地
で
あ
る
「
妙
花
風
」

に
お
い
て
、
不
二
妙
体
の
意
景
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る。
『
九
位
』
の
「
習
道
の
次
第
条
々
」
で
は
、
観
阿
弥
の
芸
風
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

却
来
し
て
、
下
三
位
の
風
に
も
遊
通
し
て
、
其
態
を
な
せ
ば
、

和
風
の
曲
体
と
も
な
る
べ
し
。
然
共
、
古
来
、
上
三
花
に
上
る

堪
能
の
芸
人
共
の
中
に
、
下
三
位
に
は
下
ら
ざ
る
為
手
ど
も
あ

り
し
な
り
。
是
は
、
「
大
象
兎
験
に
遊
ば
ず
」
と
云
本
文
の
如
し
。

妥
に
、
中
初
・
上
中
・
下
後
ま
で
を
悉
成
し
事
、
亡
父
の
芸
風

に
な
ら
で
は
見
え
ざ
り
し
な
り
。

「
九
位
』
で
は
、
上
三
花
か
ら
下
三
位
に
下
る
こ
と
を
却
来
と
し

て
お
り
、
却
来
し
て
演
じ
た
下
三
位
の
態
の
な
か
に
「
和
風
の
曲
体
」

が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
上
三
干
化
に
の
ぼ
り
、
そ
こ
か
ら
下
三
位
に
下

ら
な
か
っ
た
堪
能
の
為
手
が
い
る
な
か
で
、
亡
父
で
あ
る
観
阿
弥
だ

け
が
、
中
三
位
か
ら
入
門
し
、
上
三
花
へ
上
り
、
そ
こ
か
ら
下
三
位

に
も
遊
通
す
る
と
い
う
、
「
中
初
・
上
中
・
下
後
」
を
成
し
た
と
し

て
い
る
。

能
の
修
業
に
み
る
「
中
初
・
上
中
・
下
後
」
と
い
っ
た
階
梯
は
、

定
家
の
「
毎
月
抄
j

に
示
さ
れ
た
和
歌
の
十
体
の
修
業
の
順
序
が
原

型
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
、
峯
村
文
人
氏
や
小
西
甚
一
氏
ら

(
3
)
 

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
『
毎
月
抄
』
で
は
、
幽
玄
様
・
事
可
然
様
・

麗
様
・
有
心
体
を
「
も
と
の
姿
」
と
し
、
こ
の
「
す
な
ほ
に
や
さ
し

き
す
が
た
」
を
自
在
に
詠
め
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
に
詠
む
べ
き
姿

と
し
て
、
長
高
様
・
見
様
・
面
白
様
・
有
一
節
様
・
濃
様
を
設
け
て

い
る
。
十
体
の
最
後
に
お
か
れ
た
鬼
拉
体
は
、
「
た
や
す
く
ま
な
び
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お
ほ
せ
が
た
う
候
な
る
。
そ
れ
も
錬
磨
の
後
は
、
な
ど
か
よ
ま
れ
侍

ら
ざ
ら
ん
。
初
心
の
時
よ
み
が
た
き
姿
に
て
侍
る
に
な
る
べ
し
。
ま

づ
奇
は
和
國
の
風
に
て
侍
る
う
へ
は
、
先
哲
の
く
れ
ー
＼
書
き
を
け

る
物
に
も
、
や
さ
し
く
物
あ
は
れ
に
よ
む
べ
き
事
と
ぞ
見
え
侍
る
め

る
。
げ
に
い
か
に
お
そ
ろ
し
き
物
な
れ
ど
も
、
弼
に
よ
み
つ
れ
ば
、

優
に
き
、
な
さ
る
:
た
ぐ
ひ
ぞ
侍
る
。
そ
れ
に
も
と
よ
り
や
さ
し
き

花
よ
月
よ
な
ど
や
う
の
物
を
、
お
そ
ろ
し
げ
に
よ
め
ら
ん
は
、
何
の

詮
か
侍
ら
ん
」
と
さ
れ
、
初
心
の
と
き
は
学
び
難
い
姿
で
あ
る
が
、

練
磨
の
後
な
ら
ば
詠
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

修
練
の
後
に
詠
む
べ
き
「
鬼
拉
体
」
の
説
明
を
、
『
毎
月
抄
』
よ

(
4
)
 

り
も
詳
し
く
載
せ
る
も
の
に
『
三
五
記
』
が
あ
る
。
『
三
五
記
』
は
、

作
者
を
定
家
に
仮
託
し
和
歌
の
秘
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
以

下
に
は
「
強
力
体
」
を
列
ね
た
「
拉
鬼
体
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
、
『
三
五

記
」
の
記
述
を
掲
げ
る
。

此
鉢
は
、
歌
の
無
上
と
や
ら
む
。
す
べ
て
讀
ぬ
き
が
た
き
す
が

た
な
り
。
は
じ
め
に
是
を
よ
め
ば
、
愛
ど
を
に
な
り
行
て
、
甚

俗
に
ち
か
き
歌
ざ
ま
な
り
と
て
、
い
ま
し
め
ら
れ
き
。
只
心
に

か
け
な
が
ら
、
よ
ま
ず
し
て
稽
古
に
入
ぬ
れ
ば
、
こ
：
ろ
も
す

ぐ
よ
か
に
讀
つ
の
り
、
詞
も
も
の
づ
よ
く
な
り
て
、
自
然
に
よ

ま
る
べ
し
。
骨
を
存
し
て
餘
情
を
わ
す
れ
た
る
類
な
り
。
是
誠

の
本
意
な
り
と
金
吾
も
仰
ら
れ
け
る
と
や
ら
む
。
是
を
無
上
と

だ
に
申
さ
ば
、
人
ご
と
に
ま
だ
い
た
ら
ぬ
も
、
か
な
は
ぬ
も
、

色
め
か
し
く
も
て
な
や
み
、
よ
ま
ん
／
＼
と
せ
ん
程
に
あ
と

か
た
な
き
歌
ざ
ま
に
よ
み
な
す
べ
し
。
さ
れ
ば
お
そ
る
べ
き
様

ぞ
と
亡
父
卿
も
す
て
ら
れ
き
。
た
ゞ
幽
玄
に
よ
み
な
ら
べ
て
、

か
つ
て
此
林
を
ば
、
慮
外
に
な
さ
れ
し
に
や
。
さ
れ
ど
も
家
の

重
事
と
て
仰
ら
れ
し
は
、
我
は
こ
の
す
が
た
に
た
へ
ざ
る
が
故

に
、
學
ば
ぬ
な
る
べ
し
。
汝
は
此
鉢
を
ば
、
え
も
い
は
ず
え
た

り
と
見
ゆ
。
は
ゞ
か
ら
ず
よ
め
よ
と
て
ゆ
る
さ
れ
き
。
愚
意
に

も
、
一
切
の
態
は
、
つ
よ
か
ら
ん
を
も
て
姿
と
す
べ
き
に
や
と

覺
侍
れ
ば
、
拉
鬼
林
を
歌
の
中
道
と
申
べ
し
や
と
ぞ
思
ひ
と
ぢ

め
侍
る
。

稽
古
を
す
る
以
前
の
段
階
で
は
俗
な
歌
ざ
ま
と
な
る
た
め
、
「
拉

鬼
鉢
」
を
詠
む
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
い
る
が
、
の
び
や
か
に
詠
み
つ

の
り
、
詞
も
も
の
つ
よ
く
な
る
こ
ろ
に
は
、
自
然
に
詠
む
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
亡
父
で
あ
る
俊
成
は
「
拉
鬼
鉢
」
を
詠
ま

ず
、
幽
玄
に
詠
む
も
の
と
し
た
。
そ
の
俊
成
が
言
う
こ
と
に
は
、
定

家
は
「
拉
鬼
林
」
を
習
得
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
は
ば
か
ら

ず
に
詠
む
よ
う
に
と
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
が
幽
玄
を
も
っ
ぱ
ら
と
し

て
「
拉
鬼
鉢
」
を
「
慮
外
」
と
す
る
い
っ
ぼ
う
で
、
定
家
が
「
拉
鬼

舷
」
の
習
得
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
三
花
か
ら
下
三
位
に
下
ら

な
か
っ
た
堪
能
の
芸
人
が
い
る
な
か
で
、
観
阿
弥
の
み
が
上
三
花
か
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ら
下
三
位
に
下
る
過
程
に
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
「
三
五

記
』
で
は
「
拉
鬼
体
」
を
、
「
つ
よ
か
ら
ん
」
姿
と
し
て
捉
え
て
い

る
が
、
世
阿
弥
の
伝
書
で
あ
る
「
五
音
曲
条
々
』
で
も
、
「
歌
道
ニ
モ
、

十
体
ノ
中
二
、
強
キ
位
ヲ
云
二
『
鬼
ヲ
取
リ
拉
グ
』
ナ
ド
申
」
と
し

て
お
り
、
世
阿
弥
は
「
拉
鬼
林
」
を
「
強
キ
位
」
と
し
て
認
識
し
て

(5) 

い
る
。
定
家
が
詠
み
得
た
強
き
姿
と
し
て
の
「
拉
鬼
林
」
を
、
初
心

の
者
が
詠
み
得
な
い
よ
う
に
、
世
阿
弥
の
設
け
た
下
＿
―
-
位
の
あ
り
方

も
、
稽
古
の
段
階
に
よ
っ
て
様
相
を
変
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
節
で
は
、
細
分
な
内
容
を
記
す
、
能
芸
の
下
三
位
に
つ
い
て
み
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

「
下
三
位
」
に
お
け
る
「
強
き
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
＿
）

ー
『
九
位
」
に
み
る
「
下
三
位
」
か
ら
1

ま
ず
、
『
九
位
」
に
お
け
る
「
下
三
位
」
の
内
容
を
確
認
し
て
お

く
と
、
「
強
細
風
」
の
見
出
し
に
は
「
金
鎚
影
動
き
て
、
宝
剣
光
寒

ま
じ
」
と
あ
り
、
そ
の
説
明
を
「
金
鎚
の
影
動
く
は
、
強
動
風
な
り
。

宝
剣
光
寒
き
は
、
冷
へ
た
る
曲
風
な
り
。
細
見
に
も
か
な
へ
り
と
見

え
た
り
」
と
し
て
い
る
。
鉄
鎚
が
動
く
さ
ま
と
は
、
す
な
わ
ち
強
く

は
た
ら
く
風
体
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
宝
剣
の
よ
う
な
「
冷
へ
た
る

曲
風
」
を
も
み
せ
る
芸
風
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
強
鹿
風
」
で
は

「
虎
生
れ
て
三
日
、
牛
を
食
ふ
気
あ
り
」
と
し
、
そ
の
説
明
に
は
「
虎

生
れ
て
三
日
、
則
勢
有
る
は
、
強
気
な
り
。
牛
を
食
ふ
は
鹿
き
な
り
、

と
い
へ
り
」
と
あ
り
、
虎
の
勢
い
に
強
い
気
性
を
見
出
し
、
牛
を
食

ら
う
と
こ
ろ
に
荒
さ
を
み
て
い
る
。
「
鹿
鉛
風
」
は
「
五
木
鼠
」
と
し
、

「
芸
能
の
砕
動
な
ら
ぬ
は
、
鹿
く
て
鉛
る
な
り
」
と
あ
り
、
粗
く
不

十
分
な
芸
風
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

下
三
位
の
芸
風
に
お
い
て
は
、
「
強
き
」
と
「
あ
ら
き
」
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
強
き
」
と
「
あ

ら
き
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
「
強
細
風
」
で
は
強
さ
が

示
さ
れ
、
「
強
鹿
風
」
で
は
強
さ
と
荒
さ
が
混
在
し
、
「
鹿
鉛
風
」
は

粗
さ
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
「
強
き
」
と
「
荒
き
」

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
花
伝
第
六
花
修
』
の
な
か
で
説
か
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
「
物
の
ふ
・
荒
夷
、
あ
る
い
は
鬼
・
神
、
草
木
に
も
松
・
杉
、

か
や
う
の
数
々
の
類
は
、
強
き
物
と
申
べ
き
か
」
と
し
、
「
強
き
事

を
も
、
よ
く
似
せ
た
ら
ん
は
、
を
の
づ
か
ら
強
か
る
べ
し
」
と
あ
る
。

強
さ
は
、
人
物
や
物
の
も
つ
性
質
に
由
来
し
、
そ
れ
を
そ
の
通
り
似

せ
た
も
の
が
「
強
き
」
に
な
る
。
ま
た
、
「
荒
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
強

か
る
べ
き
理
過
ぎ
て
強
き
は
、
こ
と
さ
ら
荒
き
な
り
」
と
あ
り
、
避

け
る
べ
き
風
体
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
み
る
「
強
き
」
と
「
荒

き
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
、
『
九
位
」
の
下
三
位
の
内
容
を
理
解
す

る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

「
九
位
』
に
示
さ
れ
た
「
強
細
風
」
「
強
施
風
」
「
鹿
鉛
風
」
の
内

容
は
一
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
『
九
位
』
の
「
習
道
の
次
第
条
々
」
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で
は
、
下
三
位
に
い
た
る
三
種
の
道
を
示
し
、
習
道
の
体
系
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

下
三
位
に
於
て
、
三
数
の
道
あ
り
。
中
初
よ
り
入
門
し
て
、
上

中
・
下
後
と
習
道
し
た
る
堪
能
の
達
風
に
て
は
、
下
三
位
に
て

も
、
上
類
の
見
風
を
な
す
べ
し
。
中
位
広
精
風
よ
り
出
て
下
三

位
に
入
た
る
は
、
強
細
・
強
鹿
の
分
力
な
る
べ
し
。
其
外
、
徒

に
下
三
位
よ
り
入
門
し
た
る
為
手
は
、
無
道
・
無
名
の
芸
体
と

し
て
、
九
位
の
内
と
も
云
難
か
る
べ
し
。

下
三
位
に
い
た
る
道
の
ひ
と
つ
は
、
観
阿
弥
の
よ
う
に
中
＿
―
-
位
か

ら
入
門
し
て
上
三
花
に
上
り
、
そ
こ
か
ら
下
三
位
に
下
る
道
で
あ
り
、

「
上
類
の
見
風
」
を
み
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
め
は
、
中
三
位

の
広
精
風
か
ら
下
三
位
に
入
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
強
細
風
・
強
鹿

風
の
分
力
と
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
、
下
三
位
よ
り
入
門
す
る
為
手

は
、
無
道
・
無
名
と
し
て
い
る
。

中
三
位
か
ら
入
門
し
て
上
三
花
に
上
り
、
さ
ら
に
下
三
位
へ
と
下

る
芸
に
関
す
る
世
阿
弥
の
言
及
は
、
他
の
伝
書
の
な
か
に
も
み
え
る
。

た
と
え
ば
、
禅
竹
に
相
伝
さ
れ
た
『
拾
玉
得
花
』
（
正
長
元
年
〔
一
四
二
八
〕

奥
書
）
第
四
問
答
に
は
、

中
三
位
よ
り
、
上
三
花
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
下
三
位
に
ま
じ
は
る

も
、
〈
妥
二
、
九
位
中
三
位
に
達
シ
テ
、
安
位
を
得
テ
、
上
三

花
に
至
る
曲
位
也
。
中
初
・
上
中
・
下
後
の
次
第
〉
、
其
為
手

の
位
●
上
＿
―
-
花
の
定
位
の
ま
A

な
る
べ
し
。
是
、
砂
の
金
、
泥

に
連
花
、
ま
じ
は
る
と
も
染
む
べ
か
ら
ず
。
此
位
の
達
人
を
こ

そ
、
真
実
の
安
位
と
も
云
べ
け
れ
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
三
位
か
ら
上
三
花
に
至
っ
た

達
人
は
下
三
位
に
下
っ
て
も
、
「
上
三
花
の
定
位
の
ま
ま
」
で
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
引
の
よ
う
に
「
九
位
』
の
「
習
道
の

次
第
条
々
」
で
は
、
「
中
三
位
よ
り
上
三
花
に
至
り
て
、
安
位
妙
花

を
得
て
、
さ
て
却
来
し
て
、
下
三
位
の
風
に
も
遊
通
し
て
、
其
態
を

な
せ
ば
、
和
風
の
曲
体
と
も
な
る
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
三

位
か
ら
上
三
花
に
上
り
、
そ
こ
か
ら
下
三
位
に
下
っ
て
み
せ
る
「
和

風
の
曲
体
」
の
内
容
は
、
「
上
三
花
の
定
位
の
ま
ま
」
の
も
の
で
あ
り
、

「
上
類
の
見
風
」
を
み
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
和
風
の
曲
体
」
が
下
三

位
に
お
い
て
も
「
上
三
花
の
定
位
の
ま
ま
」
の
芸
態
を
み
せ
る
と
す

れ
ば
、
中
三
位
か
ら
下
＿
二
位
に
下
る
「
強
細
・
強
鹿
の
分
力
」
や
、

下
三
位
か
ら
入
門
し
た
「
無
道
・
無
名
の
芸
体
」
と
は
、
そ
の
内
容

を
お
の
ず
か
ら
異
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

同
じ
下
三
位
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
芸
態
の
内
容
が
習
道
の

段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
下
三
位
の
芸
風
を
あ
ら

た
め
て
み
て
お
く
。
下
＿
―
-
位
か
ら
入
門
し
た
為
手
は
、
「
九
位
の
内
」
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匹l
と
も
言
い
難
い
と
さ
れ
、
「
無
道
・
無
名
の
芸
体
」
で
あ
り
、
下
三

位
の
芸
風
に
も
適
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
広
精
風
か
ら
下
三

位
に
入
る
芸
体
は
、
「
強
細
・
強
施
の
分
力
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
『
九
位
』
に
示
さ
れ
て
い
る
「
強
細
風
」
の
「
金
鎚
影
動
き
て
、

宝
剣
光
寒
ま
じ
」
や
、
「
強
鹿
風
」
の
「
虎
生
れ
て
三
日
、
牛
を
食

ふ
気
あ
り
」
と
い
っ
た
芸
の
内
容
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
広
精
風
か

ら
下
三
位
に
入
る
芸
体
が
、
『
九
位
」
に
示
さ
れ
て
い
る
「
強
細
風
」

「
強
鹿
風
」
に
該
当
す
る
と
き
、
中
三
位
か
ら
上
三
花
に
上
り
、
そ

こ
か
ら
下
三
位
に
下
っ
て
み
せ
る
「
上
類
の
見
風
」
や
「
和
風
の
曲

体
」
の
具
体
的
な
内
容
は
、
『
九
位
』
に
み
る
下
三
位
の
芸
風
の
な

か
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
上
三
花
か
ら

却
来
し
て
演
じ
ら
れ
る
下
三
位
の
芸
風
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
、
次
節
の
な
か
で
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

「
下
三
位
」
に
お
け
る
「
強
き
」
の
意
味
に
つ
い
て
（
二
）

|
『
六
義
』
に
み
る
「
強
細
風
」
か
ら
ー

上
―
―
一
花
か
ら
却
来
し
て
演
じ
ら
れ
る
下
三
位
の
芸
風
を
考
え
る

に
あ
た
り
、
九
位
の
芸
風
に
関
し
て
、
『
九
位
』
と
は
別
の
見
方
を

提
示
し
て
い
る
『
六
義
」
を
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
る
。
『
六
義
」
（
応

永
三
十
五
年
〔
一
四
二
八
〕
奥
書
）
は
、
『
拾
玉
得
花
』
と
同
じ
年
に
禅

竹
へ
と
相
伝
さ
れ
た
伝
書
で
あ
る
。
「
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に

み
え
る
風
・
賦
・
比
・
興
・
雅
・
頌
の
和
歌
の
六
義
に
、
「
九
位
」

の
妙
花
風
・
寵
深
花
風
・
閑
花
風
、
正
花
風
、
横
精
風
、
強
細
風
を

割
り
当
て
て
見
風
を
説
明
し
て
い
る
。
「
風
曲
」
に
は
「
妙
花
風
」
を
、

「
賦
曲
」
に
は
「
寵
深
花
風
」
、
を
と
い
っ
た
具
合
に
順
次
配
し
て
い

る
が
、
六
義
に
は
位
と
し
て
の
段
階
が
な
い
た
め
、
「
妙
花
風
」
か

ら
「
強
細
風
」
ま
で
が
並
び
置
か
れ
た
か
た
ち
に
な
る
。

能
勢
朝
次
氏
は
「
頌
曲
」
に
対
し
て
、
「
風
賦
比
興
雅
に
、
九
位

の
第
一
位
の
妙
花
風
か
ら
廣
精
風
ま
で
を
、
順
次
に
配
営
し
て
来
た

の
で
あ
る
か
ら
、
頌
に
は
、
浅
文
風
が
配
せ
ら
れ
る
順
序
で
あ
る
が
、

何
故
か
浅
文
風
を
省
い
て
、
下
三
位
の
第
一
で
あ
る
強
細
風
が
配
せ

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
我
々
に
は
わ
か
ら
な
い
。
浅

文
風
を
配
し
て
も
、
こ
れ
に
牽
強
附
會
的
な
説
明
を
加
へ
る
事
は
可

能
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

六
義
の
解
釈
に
「
強
細
風
」
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
能
勢

氏
は
不
審
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
義
を
次
の
よ
う
に

考
え
て
み
た
い
。
「
頌
曲
」
に
、
中
三
位
の
「
浅
文
風
」
で
は
な
く
、

下
三
位
の
「
強
細
風
」
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
三
花
・

中
三
位
・
下
三
位
と
い
う
位
階
の
順
序
と
は
異
な
る
価
値
体
系
が
適

用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
下
三
位
の
芸
態
が
習

道
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
、
習
道
の
次
第
の
あ
り
方
か
ら

み
て
み
る
と
、
「
広
精
風
」
か
ら
下
三
位
に
下
っ
た
芸
は
、
「
強
細
・

強
施
の
分
力
」
で
あ
る
た
め
、
中
三
位
の
「
浅
文
風
」
よ
り
も
下
の
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頌
曲

芸
位
に
な
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
み
た
『
拾
玉
得
花
」
で
は
、
上
―
―
―

花
を
極
め
れ
ば
、
下
三
位
に
お
い
て
も
「
上
一
二
花
の
定
位
の
ま
ま
」

で
あ
る
と
し
て
い
た
。
上
三
花
の
位
を
保
持
す
る
下
三
位
の
芸
風
と

し
て
「
頌
曲
」
の
「
強
細
風
」
を
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
浅
文
風
」

よ
り
も
上
の
芸
位
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
「
頌
曲
」
に
み
る
「
強

細
風
」
の
内
容
は
、
上
三
花
か
ら
却
来
し
て
下
三
位
へ
と
下
っ
た
芸

風
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

そ
れ
で
は
、
『
六
義
』
の
「
頌
曲
」
に
配
さ
れ
た
「
強
細
風
」
を
、

次
に
掲
げ
る
。

強
細
風
〈
第
七
〉
是
な
り
。
頌
者
、
祝
意
也
。
又
、
強

細
者
、
「
強
き
」
は
負
け
ぬ
心
、
「
細
き
」
は
和
ら
ぐ

儀
也
。
強
く
し
て
和
ら
か
な
ら
ん
は
、
即
心
の
ま
>
な

る
べ
し
。
是
、
如
意
曲
也
。
心
の
ご
と
く
の
曲
な
ら

ば
、
慶
風
な
る
べ
し
。
是
、
祝
言
に
あ
ら
ず
や
。
然
者
、

強
細
風
を
以
て
、
頌
曲
と
や
申
べ
き
。

但
、
強
き
に
心
得
べ
き
事
あ
り
。
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
に
、
義
を
「
和
な
り
」
と
注
せ
り
。
義
は
強
き
心

か
な
る
を
、
「
和
ら
ぐ
」
と
也
。
然
者
、
和
ら
ぎ
て
負

け
ぬ
や
、
強
き
な
ら
ん
。
毛
詩
云
、
「
治
れ
る
代
の
声
は
、

安
し
て
以
て
楽
し
む
」
と
云
々
。
治
ま
る
は
、
強
き

祝
の
意
を
も
っ
「
頌
曲
」
に
、
「
強
細
風
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
理
由
を
、
強
細
が
心
の
ま
ま
の
曲
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
ゆ
え
に
「
慶
風
」
で
あ
り
、
「
祝
言
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

強
細
の
字
旬
に
み
る
「
強
き
」
を
負
け
ぬ
心
と
し
、
「
細
き
」
を
和

ら
ぐ
儀
と
す
る
が
、
但
し
書
き
の
な
か
で
は
、
「
強
き
」
を
「
和
ら
ぐ
」

こ
と
と
関
連
づ
け
て
説
い
て
い
る
。
義
は
強
き
心
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
う
し
た
義
が
和
ら
ぐ
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
こ

か
ら
「
強
き
」
こ
と
の
内
容
を
「
和
ら
ぎ
て
負
け
ぬ
」
こ
と
で
あ
る

と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
毛
詩
』
大
序
の
「
治
世
之
音
、
安
以
楽
。

其
政
和
」
を
引
用
し
て
、
治
ま
る
世
の
声
は
、
安
ら
か
で
楽
し
い
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
が
和
ら
い
で
穏
や
か
で
あ
る
故
で
あ
る
と

し
、
治
ま
る
こ
と
を
和
ら
ぐ
こ
と
へ
と
つ
な
げ
る
。
そ
こ
に
、
「
治

ま
る
は
、
強
き
儀
也
」
と
い
っ
た
意
味
を
補
足
す
る
こ
と
で
、
和
ら

ぐ
こ
と
が
す
な
わ
ち
強
き
道
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。

『
六
義
』
「
頌
曲
」
に
み
る
「
強
細
風
」
は
、
「
和
ら
ぐ
」
こ
と
と
「
強
き
」

こ
と
が
相
互
の
属
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

は
、
『
九
位
」
の
「
強
細
風
」
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
。

下
三
位
の
「
強
細
風
」
の
な
か
に
「
和
ら
ぐ
」
こ
と
を
見
出
す
、
『
六

義
」
「
頌
曲
」
の
解
釈
は
、
中
三
位
か
ら
上
三
花
に
上
り
、
そ
こ
か

ら
下
三
位
に
下
っ
て
み
せ
る
「
和
風
の
曲
体
」
に
照
ら
し
て
み
る
こ

儀
也
。
返
々
、
和
ら
ぐ
は
強
き
道
か
と
見
え
た
り
。
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こ
の
節
で
は
、
修
練
の
後
に
演
じ
得
る
芸
態
と
し
て
示
さ
れ
た
、

五
修
練
の
後
に
演
じ
得
る
鬼

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
九
位
』
の
「
習
道
の
次
第
条
々
」
で
は
、
「
中

初
・
上
中
・
下
後
ま
で
を
悉
成
し
事
、
亡
父
の
芸
風
に
な
ら
で
は
見

え
ざ
り
し
な
り
」
と
し
て
い
る
。
観
阿
弥
が
演
じ
た
下
三
位
の
芸
を

「
強
細
風
」
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
、
「
強
き
」
は
下
三
位
の
芸

風
が
も
つ
一
要
素
で
あ
っ
た
。
観
阿
弥
が
却
来
し
て
演
じ
た
下
三
位

の
芸
風
に
、
『
六
義
』
「
頌
曲
」
の
「
強
細
風
」
に
示
さ
れ
た
「
強
き
」

の
内
容
を
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
力
強
さ
と
は
別
の
次
元
の
強
さ
、

す
な
わ
ち
和
ら
ぎ
て
負
け
ぬ
心
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
能
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

さ
き
に
み
た
『
花
伝
第
六
花
修
』
で
は
、
鬼
を
「
強
き
物
」
と
し

て
お
り
、
「
強
き
」
要
素
を
み
せ
る
下
三
位
の
芸
態
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

鬼
の
演
能
を
重
ね
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
観

阿
弥
が
下
三
位
に
遊
通
し
て
演
じ
た
鬼
は
、
和
ら
ぎ
て
負
け
ぬ
心
に

よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
修
練
の
後
に
演
じ
得
る

「
強
き
」
芸
風
の
内
容
が
、
「
慶
風
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

「
闊
け
た
る
位
の
態
」
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
「
異
風
」
の
「
カ

動
風
鬼
」
が
、
却
来
の
体
系
の
な
か
で
、
「
慶
風
」
と
し
て
解
釈
さ

れ
た
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

鬼
の
演
能
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
世
阿
弥
が
佐
渡
に
配
流
さ
れ
た
永

享
六
年
(
-
四
三
四
）
以
降
に
、
禅
竹
に
宛
て
て
送
ら
れ
た
六
月
八

日
付
の
書
状
の
な
か
で
、
出
家
の
後
に
世
阿
弥
が
演
じ
た
と
い
う
鬼

の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
禅
竹
が
発
し
た
鬼
の
能
に
つ
い
て
の
質
問

に
対
し
て
、
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
に
解
答
し
て
い
る
。

又
、
状
に
鬼
の
能
ノ
事
ウ
ケ
給
候
。
是
ハ
、
コ
ナ
タ
ノ
流
ニ
ワ

知
ラ
ヌ
事
ニ
テ
候
。
仮
令
、
三
体
ノ
外
ハ
砕
動
マ
デ
ノ
分
ニ
テ

候
。
力
動
ナ
ン
ド
ワ
他
流
ノ
事
ニ
テ
候
。
夕
ゞ
、
親
ニ
テ
候
シ

者
ノ
、
時
々
鬼
ヲ
シ
候
シ
ニ
、
音
声
ノ
勢
マ
デ
ニ
テ
候
シ
間
、

ソ
レ
ヲ
我
等
モ
学
ブ
ニ
テ
候
。
ソ
レ
モ
、
身
ガ
出
家
ノ
後
ニ
コ

ソ
仕
テ
候
へ
。
メ
ン
／
~
モ
、
コ
ノ
能
ノ
道
ヲ
サ
マ
リ
候
テ
、

老
後
二
年
来
ノ
功
ヲ
以
テ
鬼
ヲ
セ
サ
セ
給
候
ワ
ン
事
、
御
心
夕

ル
ベ
ク
候
。

力
動
の
鬼
は
他
流
が
演
じ
る
も
の
で
、
当
流
で
は
砕
動
の
鬼
を
演

じ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
力
動
風
」
で
も
「
砕
動
風
」

で
も
な
い
鬼
を
、
観
阿
弥
が
時
々
演
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
鬼
は
、
音
声
の
勢
い
で
恐
ろ
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
枇

阿
弥
も
出
家
し
た
後
に
、
観
阿
弥
に
倣
っ
て
演
じ
て
い
る
と
い
う
。

世
阿
弥
の
芸
談
を
元
能
が
ま
と
め
た
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談

儀
」
（
永
享
二
年
奥
書
）
の
序
段
に
は
、
音
曲
と
芸
風
の
側
面
か
ら
〈
鵜

48 



右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
〈
鵜
飼
〉

の
音
曲
は
「
面
白
の
有
様
や
」

飼
〉
に
み
る
鬼
の
演
能
に
つ
い
て
説
い
た
記
述
が
あ
り
、
禅
竹
へ
の

書
状
の
内
容
と
照
ら
し
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
〈
鵜
飼
〉
は
、
「
申

楽
談
儀
』
第
十
六
条
に
お
い
て
、
榎
並
左
衛
門
五
郎
の
作
で
あ
り
な

が
ら
も
、
「
い
づ
れ
も
、
悪
き
所
を
ば
除
き
、
よ
き
こ
と
を
入
ら
れ

け
れ
ば
、
皆
世
子
の
作
成
べ
し
」
と
さ
れ
、
世
阿
弥
が
改
作
し
た
能

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
申
楽
談
儀
』
第
十
六
条
で
は
、
『
―
―
―

道
』
の
な
か
で
新
作
の
本
体
と
さ
れ
る
作
品
に
作
者
名
を
付
け
て
い

る
が
、
〈
鵜
飼
〉
は
『
三
道
』
の
模
範
曲
に
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
の
改
作
は
『
三
道
』
以
降
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
〈
鵜
飼
〉
の
改
作
時
期
が
そ
の
演
じ
方
の
表
現
に
影
響
を
与

え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
『
申
楽
談
儀
』
序
段
の
記
述

を
次
に
掲
げ
る
。

鵜
飼
の
初
め
の
音
血
は
、
殊
に
観
阿
の
音
曲
を
移
す
。
唇
に
て

軽
々
と
言
ふ
こ
と
、
彼
か
、
り
也
。
此
能
、
初
め
よ
り
終
り
ま

で
、
皆
蘭
け
た
る
音
曲
也
。
「
面
白
の
有
様
や
」
よ
り
、
此
一

謡
斗
同
音
也
。
後
の
鬼
も
、
観
阿
、
融
の
大
臣
の
能
の
後
の
鬼

を
移
す
也
。
彼
鬼
の
向
き
は
、
昔
の
馬
の
四
郎
の
鬼
也
。
観
阿

も
か
れ
を
学
ぶ
と
申
さ
れ
け
る
也
。
さ
ら
り
き
／
＼
と
、
大
様

l
＼
と
、
ゆ
ら
め
い
た
る
体
也
。

の
謡
だ
け
は
同
音
で
あ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
蘭
け
た
る

音
曲
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
申
楽
談
儀
』
第
七
条
の
祝
言
音
曲

の
な
か
に
は
、
「
安
全
音
と
云
こ
と
、
祝
言
の
み
と
は
思
ふ
べ
か
ら
ず
。

闇
け
た
る
位
に
上
り
て
後
は
、
幽
玄
．
恋
慕
．
哀
傷
、
何
も
自
在
成
は
、

安
全
成
べ
し
。
此
内
、
恋
慕
が
か
り
、
面
白
も
、
又
大
事
也
。
闊
け

た
る
か
L

り
は
、
又
猶
上
也
。
大
勢
並
み
居
て
謡
ふ
こ
と
、
皆
上
手

也
共
、
大
勢
具
行
は
悪
か
る
べ
し
」
と
あ
り
、
「
闊
け
た
る
位
」
で

は
幽
玄
．
恋
慕
．
哀
傷
の
い
づ
れ
の
音
曲
も
自
在
に
謡
い
得
る
と
い

う
。
音
曲
の
曲
味
を
示
し
た
『
五
音
』
の
な
か
で
は
、
「
ゲ
ニ
ヤ
世
ノ
」

が
引
か
れ
〈
鵜
飼
〉
は
哀
傷
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
観
阿
弥
は
そ

れ
を
闊
け
た
る
か
か
り
で
謡
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
永
享
初
年
ご
ろ
の
著
述
と
さ
れ
て
い
る
『
五
音
曲
条
々
』

第
一
条
に
み
る
闊
曲
の
説
明
の
な
か
で
は
、
音
曲
に
お
け
る
「
闊
け

た
る
位
」
の
内
容
を
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

闊
曲
者
、
高
上
ノ
音
声
也
。
万
曲
ノ
習
道
ヲ
尽
シ
テ
、
巳
上
シ

テ
、
是
非
ヲ
一
音
二
混
ジ
テ
、
類
シ
テ
斉
シ
カ
ラ
ヌ
声
ノ
ナ
ス

位
ナ
リ
。
歌
道
ニ
モ
、
十
体
ノ
中
二
、
強
キ
位
ヲ
云
二
「
鬼
ヲ

取
リ
拉
グ
」
ナ
ド
申
ハ
、
コ
ノ
位
ニ
テ
ヤ
ア
ル
ベ
キ
。
是
ハ
、

向
去
却
来
シ
テ
、
イ
ヤ
蘭
ケ
テ
謡
ウ
位
曲
也
。
コ
ノ
性
位
二
至

ル
、
堪
能
ニ
ア
ラ
ズ
バ
カ
ナ
ウ
ベ
カ
ラ
ズ
。
其
人
二
相
応
シ
テ

知
ル
ベ
シ
。

49 



蘭
曲
は
、
「
向
去
却
米
シ
テ
、
イ
ヤ
闊
ケ
テ
謡
ウ
位
曲
」
と
さ
れ

て
い
る
。
九
位
と
い
う
位
階
の
な
か
で
「
却
来
」
を
説
く
「
九
位
」

や
『
拾
玉
得
花
』
に
は
、
「
闊
け
た
る
位
」
の
論
は
み
え
な
い
が
、

音
曲
論
に
お
い
て
、
「
却
来
」
は
「
蘭
け
た
る
位
」
と
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
。
音
曲
に
お
い
て
、
「
闊
け
た
る
位
」
に
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
「
是
非
ヲ
一
音
二
混
ジ
テ
、
類
シ
テ
斉
シ
カ
ラ
ヌ
声
ノ
ナ
ス

位
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
禅
竹
へ
の
書
状
に
み
え
る
観
阿
弥
の
演

じ
た
鬼
が
、
音
声
で
そ
の
勢
い
を
あ
ら
わ
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

即
座
の
気
転
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
、
蘭
け
た
る
か
か
り
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

〈
鵜
飼
〉
の
後
場
に
出
る
鬼
は
「
冥
途
の
鬼
」
だ
が
、
そ
れ
は
観

阿
弥
の
演
じ
た
「
融
の
大
臣
の
能
」
の
鬼
を
移
し
て
い
る
。
「
申
楽

談
儀
』
の
序
段
に
あ
る
観
阿
弥
の
芸
風
で
は
、
「
又
、
怒
れ
る
こ
と

に
は
、
融
の
大
臣
の
能
に
、
鬼
に
成
て
大
臣
を
責
む
る
と
云
能
に
、

ゆ
ら
り
き
／
＼
と
し
、
大
に
な
り
、
砕
動
風
な
ど
に
は
、
ほ
ろ
り
と
、

ふ
り
解
き
／
＼
せ
ら
れ
し
也
」
と
あ
り
、
融
の
大
臣
を
責
め
る
鬼
が

登
場
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
本
朝
文
粋
』
で
は
、
大
臣
の
亡

霊
が
悪
趣
に
堕
ち
、
「
笞
掠
の
余
、
拷
案
の
隙
」
に
河
原
院
に
現
れ

る
が
、
「
冥
吏
捜
り
求
め
て
、
久
し
く
駐
る
こ
と
を
得
ず
」
と
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
融
の
大
臣
を
責
め
る
鬼
は
、
「
冥
途
の

(7) 

鬼
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
融
の
大
臣
の
能
」
に
で
る
鬼
を
、

観
阿
弥
は
「
砕
動
風
」
に
「
ほ
ろ
り
」
と
演
じ
て
い
る
が
、
「
砕
動

風
」
の
演
じ
方
だ
け
で
な
く
、
「
ゆ
ら
り
き
／
＼
と
し
、
大
に
な
り
」

と
も
演
じ
て
い
る
。
「
ゆ
ら
り
き
／
＼
と
し
、
大
に
な
り
」
は
、
「
さ

ら
り
き
／
＼
と
、
大
様
／
＼
と
、
ゆ
ら
め
い
た
る
体
」
と
同
様
の
内

容
を
さ
し
た
も
の
に
な
る
が
、
「
砕
動
風
」
「
力
動
風
」
と
い
っ
た
芸

風
の
名
称
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

『
申
楽
談
儀
』
第
二
十
二
条
で
は
、
世
阿
弥
が
演
じ
る
〈
鵜
飼
〉

を
「
小
還
見
は
、
世
子
着
出
だ
さ
れ
し
面
也
。
余
の
者
着
べ
き
こ
と
、

今
の
世
に
な
し
。
彼
面
に
て
、
鵜
飼
を
ば
し
出
だ
さ
れ
し
面
也
。
異

面
に
て
は
、
鵜
飼
を
ほ
ろ
り
と
せ
ら
れ
し
也
」
と
記
し
て
い
る
。
「
ほ

ろ
り
」
と
は
、
融
の
大
臣
の
能
に
お
い
て
「
砕
動
風
」
の
形
容
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
異
面
の
〈
鵜
飼
〉
は
「
砕
動
風
」
の
演

技
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
小
癒
見
で
演
じ
ら
れ
る

〈
鵜
飼
〉
は
、
や
は
り
芸
風
の
名
称
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

世
阿
弥
が
演
じ
た
〈
鵜
飼
〉
に
み
る
「
冥
途
の
鬼
」
は
、
「
砕
動
風
」

に
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
状
況
に
応
じ
て
闊
け
た
る
音
曲
や

小
痙
見
の
面
を
も
っ
て
恐
ろ
し
い
鬼
の
雰
囲
気
を
出
す
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
だ
。
ま
た
そ
の
演
じ
方
を
観
阿
弥
の
「
融
の
大
臣
の
能
の
後

の
鬼
」
に
倣
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
ゆ
ら
り
き
／
＼
と
し
、
大
に
な
り
」

と
演
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
観
阿
弥
や
世
阿
弥
が
演
じ
た
鬼
の
な
か
に
風
体
名

を
示
さ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
習
道
の
最
終
段
階
に
お
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『
花
伝
』
に
お
い
て
、
鬼
は
「
強
ク
、
恐
ロ
シ
ク
、
肝
ヲ
消
ス
ヤ

ウ
」
な
芸
態
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
観
阿
弥
が
か
つ
て
演
じ
て
い

た
、
強
く
恐
ろ
し
い
鬼
は
、
物
数
を
尽
く
し
た
な
か
に
め
ず
ら
し
さ

を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
『
二
曲
三
体
人
形
図
」
の

お
わ
り
に

か
れ
た
下
三
位
の
芸
風
で
あ
る
こ
と
と
関
連
づ
け
て
み
れ
ば
、
『
九

位
」
の
「
習
道
の
次
第
条
々
」
に
お
い
て
、
上
三
花
か
ら
却
来
し
て

演
じ
ら
れ
る
下
三
位
の
芸
風
と
、
他
の
位
か
ら
至
る
下
三
位
の
芸
風

と
を
区
別
す
る
名
称
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る

と
考
え
て
お
き
た
い
。

『
申
楽
談
儀
」
の
序
段
で
は
、
世
阿
弥
は
恐
ろ
し
い
鬼
を
習
わ
な

か
っ
た
が
、
戒
腺
を
経
て
其
面
影
を
演
じ
て
い
る
と
し
、
ま
た
禅
竹

へ
の
書
状
で
も
、
観
阿
弥
が
「
砕
動
風
」
と
は
別
に
時
々
演
じ
て
い

た
鬼
を
、
世
阿
弥
は
出
家
し
た
後
に
倣
っ
て
演
じ
た
と
し
て
い
る
。

世
阿
弥
が
出
家
し
た
後
に
演
じ
た
と
い
う
鬼
の
「
面
影
」
は
、
上
三

花
か
ら
却
来
し
て
演
じ
ら
れ
る
下
三
位
の
芸
風
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
「
ゆ
ら
り
き
／
＼
と
し
、
大
に
な
り
」
と
い
う
形
容
の
な

か
に
、
力
強
く
は
た
ら
く
鬼
で
は
な
い
、
「
和
ら
ぐ
こ
と
を
強
き
道
」

と
す
る
あ
ら
た
な
解
釈
に
お
か
れ
た
鬼
の
能
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

分
類
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
力
動
風
」
の
「
い
づ
れ
も
い
か
つ
の
見
風
」

を
み
せ
る
鬼
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
「
異
風
」
で
あ
る
「
力
動
風
鬼
」

の
演
能
も
、
「
闊
け
た
る
位
の
態
」
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
「
三
道
』
の
な
か
で
、
当
流
に
お
け
る
「
力
動
風
鬼
」
の

演
能
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
若
ぎ
為
手
は
鬼
を
「
砕
動
風
」
に
演

じ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
過
去
に
お
け
る
指
標
と
す
べ
き
至

極
の
上
手
が
演
じ
た
強
く
恐
ろ
し
い
鬼
は
、
「
力
動
風
鬼
」
と
は
異

な
る
芸
態
と
し
て
の
表
現
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
た
め
の

あ
ら
た
な
習
道
の
体
系
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

「
九
位
』
「
習
道
の
次
第
条
々
」
で
は
、
下
三
位
へ
と
至
る
道
を
三

種
類
ホ
し
、
習
道
の
段
階
に
よ
っ
て
演
じ
得
る
芸
態
の
内
容
を
区
別

し
て
い
る
。
「
強
き
物
」
で
あ
る
鬼
の
演
能
は
、
「
強
き
」
芸
風
を
み

せ
る
下
＿
―
-
位
の
芸
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
中
三
位
か
ら

上
三
花
へ
上
り
、
そ
こ
か
ら
下
三
位
へ
却
来
す
る
芸
風
の
な
か
に
、

『
六
義
』
に
示
さ
れ
た
「
強
き
」
に
関
す
る
解
釈
を
あ
て
は
め
て
も

よ
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
和
ら
ぎ
て
負
け
ぬ
心
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ

る
芸
風
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
を
敷
術

す
れ
ば
、
至
極
の
上
手
が
「
蘭
け
た
る
位
の
態
」
と
し
て
演
じ
た
「
異

風
」
の
鬼
の
演
能
は
、
却
来
し
て
心
の
ま
ま
に
演
じ
ら
れ
る
「
慶
風
」

と
し
て
の
解
釈
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
の
実
態
と
し
て
あ
る
は
ず
の
観
阿
弥
の
演
能
の
姿
は
、
世

阿
弥
の
脳
裏
に
あ
り
、
世
阿
弥
の
言
葉
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
か
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つ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
強
く
恐
ろ
し
い
鬼
の
姿
は
、
強
さ
に
対
す
る

あ
ら
た
な
解
釈
と
立
体
的
な
習
道
体
系
の
構
築
に
よ
っ
て
、
「
力
動

風
鬼
」
と
は
異
質
の
姿
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

(
l
)

以
下
世
阿
弥
伝
書
の
引
用
は
、
「
世
阿
弥
禅
竹
」
日
本
思
想
大
系
に

拠
る
が
、
『
三
道
j

の
「
当
流
二
不
得
心
」
は
、
宗
節
本
と
松
廼
舎
文
庫

本
（
影
写
本
）
を
参
照
し
、
「
当
流
二
不
得
」
に
改
め
た
。

(
2
)

拙
稿
「
世
阿
弥
の
『
鬼
』
再
検
ー
「
砕
動
風
」
「
力
動
風
」
の
位
相
の

変
遷
ー
」
（
「
待
兼
山
論
叢
」
第
三
十
六
号
、
平
成
十
四
年
十
二
月
）

(
3
)

峯
村
文
人
氏
「
中
世
藝
術
修
行
論
の
成
立
と
完
成
ー
定
家
の
毎
月
抄

と
世
阿
弥
の
十
六
部
集
ー
」
（
『
謡
曲
界
j

五
十
巻
一
号
、
昭
和
十
五
年
一
月
）
、

同
氏
「
能
楽
論
と
中
世
歌
論
」
『
国
語
J

(
六
巻
三
号
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
）
。

小
西
甚
一
氏
「
能
楽
論
に
お
け
る
藝
術
思
想
」
「
国
語
と
国
文
学
』
（
昭
和

三
十
年
四
月
）

(
4
)

石
黒
吉
次
郎
氏
「
中
世
芸
道
論
に
お
け
る
習
道
論
序
説
（
上
）
」
「
専

修
人
文
論
集
』
（
四
十
四
号
、
平
成
元
年
九
月
）
で
は
、
『
九
位
」
の
「
中
初
・

上
中
・
下
後
」
と
い
う
修
業
の
先
樅
を
為
す
も
の
と
し
て
、
「
三
五
記
』

の
初
心
論
を
と
り
あ
げ
た
考
察
が
あ
る
。

(
5
)

注
1
前
掲
書
、
『
五
音
曲
条
々
』
補
注
―
一
三
で
は
、
『
三
五
記
j

と
「
五

音
曲
条
々
』
を
、
「
同
類
の
説
を
背
景
と
す
る
文
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

注

(6)

能
勢
朝
次
氏
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
繹
（
上
）
j

（
昭
和
十
五
年
、
岩
波
書
店
）

(
7
)

香
西
精
氏
「
融
の
大
臣
の
能
」
（
「
宝
生
」
昭
和
四
十
二
年
一
二
月
。
「
統
能
謡
新
考
」

所
収
）
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