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心
敬
に
お
け
る
文
芸
的
態
度

唐
木
順
三
氏
の
薯
「
中
世
の
文
学
」
車
の
一
篇
「
芭
蕉
へ
の
道
」
と
い
う
一

文
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
。
「
ま
た
歌
枕
や
名
所
集
等
に
頼
っ
て
自

然
を
み
る
こ
と
、
い
は
ば
擬
眼
に
よ
っ
て
人
工
の
自
然
を
見
る
こ
と
か
ら
解
放

さ
れ
て
肉
眼
で
生
き
た
自
然
を
み
ょ
う
と
す
る
心
の
兆
し
て
く
る
こ
と
も
当
然

で
あ
る
。
二
言
に
し
て
い
へ
ば
正
風
の
連
歌
か
ら
俳
譜
の
連
歌
へ
と
移
っ
た
こ

と
、
菟
玖
波
に
対
し
て
犬
筑
波
が
出
て
来
た
こ
と
は
理
由
の
あ
っ
た
こ
．
と
で
あ

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
擬
眼
に
よ
っ
て
人
工
の
自
然
を
み
る
こ

と
」
は
「
歌
枕
や
名
所
集
等
に
頼
っ
て
自
然
を
み
る
こ
と
」
の
注
釈
、
あ
る
い

は
警
抜
な
い
い
か
え
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
も
っ
と
ひ
ろ
げ
で
、
古

典
の
目
に
よ
っ
て
自
然
を
み
る
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
と
僕
は
思
う
。
そ
し

て
ま
た
、
唐
木
氏
が
同
じ
場
所
で
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
い
る
。
「
こ
こ
　
（
筆

者
注
、
連
歌
の
一
座
）
で
は
共
通
の
広
場
を
、
詞
に
お
い
て
も
心
に
お
い
て
も

築
き
あ
げ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り
、
思
考
の
様
式
、
表
現
の
形
式
を
一

座
が
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
考
と
表
現
の
様
式
化
の
根
拠
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
が
古
典
で
あ
る
。
放
置
す
れ
ば
即
席
の
座
興
や
逸
興
に

堕
ち
る
の
が
当
然
で
あ
る
も
の
を
、
古
典
に
よ
っ
て
幽
玄
、
長
南
の
和
歌
の
品
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位
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
万
葉
、
古
今
、
新
古
今
等
が
そ
の
節
と
し

て
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と
。
室
町
期
の
連
歌
を
考
え
て
み
る
に
、

堂
上
公
卿
、
室
町
幕
府
を
中
心
と
す
る
貴
族
化
さ
れ
た
武
家
、
そ
れ
に
僧
侶
、

専
門
化
し
た
連
歌
師
、
こ
う
い
う
連
中
で
一
座
し
興
行
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
現
実
を
み
て
、
こ
れ
を
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は

逸
輿
ど
こ
ろ
か
、
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
連
歌
そ
の
も
の
が
な
り
立
た

ぬ
で
あ
ろ
う
。
連
歌
を
文
芸
と
し
て
も
り
立
て
よ
う
と
す
る
以
上
、
一
歩
退
い

て
過
去
の
文
芸
的
世
界
、
古
今
・
新
古
今
・
伊
勢
・
源
氏
の
世
界
へ
入
り
こ
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
古
典
の
擬
眼
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の

場
が
用
意
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
を
は
な
れ
た
風
流
な
世
界
で
あ
り
、
あ
そ
び

の
世
界
で
あ
っ
た
。
連
歌
は
も
と
も
と
和
歌
的
世
界
を
前
提
し
て
の
逸
輿
で
あ

っ
た
。
機
智
の
応
酬
に
終
っ
た
短
連
歌
の
世
界
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
平
安
末

鎌
倉
初
期
の
長
連
歌
も
や
は
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
意
識
的
に
、
階
級
的

に
、
時
代
的
に
こ
し
う
た
和
歌
的
世
界
か
ら
は
み
だ
し
た
場
で
の
逸
輿
が
俳
諸

で
あ
る
。
連
歌
は
和
歌
的
世
界
を
強
く
意
識
し
た
と
き
に
文
芸
の
第
一
線
に
な

ど
り
出
た
。
い
わ
ば
擬
眼
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
に
徹
し
た
と
き
と
い
っ
て
も
よ

か
ろ
う
。
そ
し
て
肉
眼
で
み
ょ
う
と
し
は
じ
め
た
と
き
、
全
く
の
逸
興
に
な
っ

て
、
文
芸
の
世
界
で
は
低
薮
な
も
の
に
な
り
終
っ
た
こ
と
は
一
椴
の
文
学
史
の

と
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
肉
眼
で
見
つ
つ
文
芸
を
と
り
も
ど
す
に
は
芭
蕉
の
出
現

を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
一
般
の
文
学
史
の
と
く
と
こ
ろ
で
あ

き
て
心
敬
は
、
こ
の
連
歌
俳
譜
の
歴
史
の
な
か
で
、
限
擬
に
徹
し
た
時
代
に

生
れ
会
わ
せ
た
人
間
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
偉
大
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
時
代
は
宗

鑑
・
守
武
よ
り
員
門
・
談
林
と
洋
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
心
敬
に
は
良
基
・
救

済
・
梵
灯
麿
・
正
徹
と
周
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
流
れ
は
心
敬
の
自
由
意

志
に
よ
っ
て
さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
り
う
な
れ
ば
和
歌
的

世
界
に
お
け
る
連
歌
は
心
敬
に
と
っ
て
さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

心
敬
に
あ
っ
て
は
こ
の
擬
眼
は
最
後
室
持
ち
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
運
命

の
下
に
あ
っ
た
。
し
か
も
心
敬
は
己
の
眼
を
も
と
う
と
し
た
。
肉
眼
を
も
と
う

と
し
た
。
こ
の
二
律
背
反
を
お
し
き
る
こ
と
は
ど
う
し
て
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

比
喩
的
に
い
う
な
ら
ば
、
心
眼
を
開
い
た
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
心

敬
は
擬
眼
を
と
お
し
て
物
の
本
質
に
せ
ま
る
以
外
、
手
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

凡
手
の
歌
人
、
連
歌
師
達
は
つ
い
に
擬
眼
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
心
敬
は
そ
れ
を
捨
て
ず
し
て
捨
て
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
は

こ
の
心
敬
の
心
眼
を
う
け
つ
い
だ
上
に
、
肉
眼
で
時
代
を
見
据
え
た
。
つ
ま
り

時
代
・
社
会
を
も
つ
か
ま
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
心
敬
が
心
眼
を
開
差
と
い

う
比
喩
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
人
間
の
本
質
に
害
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
和

歌
的
世
界
に
制
捉
さ
れ
、
そ
の
心
と
詞
と
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
は

か
な
さ
が
見
え
た
の
で
あ
る
o
文
芸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
は
か
な
さ
が

見
え
、
人
間
の
は
か
な
さ
が
文
芸
そ
の
も
の
と
な
っ
た
。

こ
う
い
う
文
芸
は
ど
う
し
て
得
ら
れ
た
か
。
そ
れ
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
仏
道
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修
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
仏
道
修
行
と
は
一
大
事
因
縁
を
明
ら
め
る
こ
と
で

お
る
。
生
死
以
外
に
仏
道
が
あ
ろ
う
か
。
唯
今
の
一
大
零
に
直
面
し
、
な
か
く

生
死
を
捨
て
る
修
行
以
外
に
仏
道
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
生
死
に
直
面
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
見
え
な
か
っ
た
人
間
の
真
実
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
死
の
意
識
に
よ
る
作
品
に
つ
い
て
は
伊
藤
整
氏
が
、
そ
の
薯
「
文
学

入
門
」
で
か
な
り
く
わ
し
く
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
の
考
え
方
も
、
大
体
伊
藤

氏
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。

心
敬
に
お
け
る
仏
道
歌
道
一
如
論
と
か
同
一
諭
と
か
い
う
の
は
彼
の
文
芸
的

態
度
の
問
題
と
し
て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最

も
素
撲
な
も
の
は
、
心
敬
は
仏
道
と
歌
道
と
を
同
一
の
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
文
を
引
用
し
て
実
証
す
る
。
あ
る
い
は
無
常
観
、
狂
言

綺
語
、
和
歌
陀
羅
尼
説
の
展
開
の
歴
史
の
上
に
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
が
、
和

歌
連
歌
の
修
行
が
仏
道
修
行
に
通
ず
る
と
か
、
／
仏
道
に
お
い
て
も
歌
道
に
お
い

で
も
そ
の
修
行
の
地
盤
に
無
常
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
程
度
の
説
明
で

あ
り
、
そ
の
説
明
に
一
に
し
て
二
、
二
に
し
三
、
と
か
、
相
即
と
か
い
う
語

は
用
意
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
相
即
の
構
造
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
歌
道
と
仏
道
は
ど
う
し
三
如
な
の
で
あ
る
か
、
相
即
な
の
で
ぬ
る
か
。

ど
う
し
て
仏
道
は
歌
道
で
あ
り
、
歌
道
は
仏
道
で
あ
る
の
か
。
は
た
し
て
仏
を

お
が
む
こ
と
と
和
歌
を
つ
く
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
の
か
、
和
歌
は
な
ぜ
日

本
の
陀
羅
尼
で
あ
る
の
か
、
和
歌
を
唱
え
た
ら
極
楽
往
生
が
で
き
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
た
ん
に
和
歌
を
つ
く
る
こ
と
は
仏
を
お
が
む
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
。
擬
眼
で
も
っ
て
人
工
の
自
然
を
み
て
歌
に
よ
ん
で
も
、
そ
ん
な
歌
は
、
仏

道
に
通
じ
な
い
の
み
か
、
ま
た
文
芸
と
し
て
も
何
の
価
値
も
な
い
の
で
は
な
い

か
。
文
芸
に
は
新
し
い
世
界
が
ひ
ら
げ
で
な
く
で
は
な
ら
ぬ
、
文
芸
は
生
き
て

五
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い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
生
き
た
文
芸
と
い
う
の
は
、
一
心
覚
如
し
で

長
く
生
死
を
超
え
た
世
界
か
ら
、
現
実
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
か
ま
え
得

る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
心
敬
に
あ
っ
て
は
現
実
が
肉
眼
に
よ
る
現
実
で
は

な
く
て
、
古
典
の
擬
眼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
ぬ
る
が
、

さ
ら
に
比
喩
を
も
っ
て
い
え
ば
、
末
期
の
眼
の
す
る
ど
さ
の
故
に
、
ベ
ー
ル
の

向
う
、
霞
の
彼
方
を
透
視
し
得
た
と
も
い
う
べ
き
か
。
区
別
し
て
い
え
ば
、
歌

道
・
仏
道
の
修
行
に
は
そ
れ
ぞ
れ
往
相
と
還
相
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
心
敬

に
お
っ
て
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
い
え
ば
、
仏
道
は
往
相
で
あ
り
、
還
相

は
歌
道
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

一一

小
林
秀
雄
氏
は
そ
の
薯
「
無
常
と
い
ぶ
事
」
中
の
一
篇
「
徒
然
草
」
に
お
い

て
「
彼
の
厭
世
観
の
不
徹
底
を
言
ふ
も
の
も
あ
る
が
、
『
人
皆
生
を
楽
ま
ざ
る

は
、
死
を
恐
れ
ざ
る
が
故
な
り
』
と
い
ぶ
人
が
厭
世
観
な
ぞ
を
信
用
し
て
ゐ
る

筈
が
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
小
林
氏
の
一
文
の
な
か
で
、
こ
の
一
節
が
ど
う

い
う
働
き
を
し
て
い
る
か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
「
人
皆
生
を
楽
ま
ざ

る
は
、
死
を
恐
れ
ざ
る
が
故
な
り
」
を
び
っ
く
り
か
え
す
と
、
「
死
を
恐
る
る

が
故
に
生
を
た
の
し
む
」
と
な
る
。
徒
然
草
第
九
十
三
段
を
み
る
と
、
「
人
、

死
を
憎
ま
は
、
生
を
愛
す
べ
し
。
存
命
の
喜
び
、
日
々
に
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や
。

愚
か
な
る
人
、
こ
の
楽
し
び
を
忘
れ
て
、
い
た
づ
が
は
し
く
外
の
楽
し
び
を
求

め
、
こ
の
財
を
忘
れ
て
、
危
ふ
く
、
他
の
財
を
貪
る
に
は
、
志
、
満
つ
る
尊
な

し
。
生
け
る
問
生
を
楽
し
ま
ず
し
て
、
死
に
臨
み
て
死
を
恐
れ
ぼ
、
こ
の
理
あ

る
ペ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
そ
し
て
前
記
の
「
入
営
生
を
楽
し
ま
ざ
る
は
、
死
を

恐
れ
ざ
る
故
な
り
」
と
つ
づ
き
、
さ
ら
に
「
死
を
恐
れ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
、
死

の
近
さ
事
を
忘
る
ゝ
な
り
。
も
し
ま
た
、
生
死
の
相
に
あ
づ
か
ら
ず
と
い
は
ば
、

五
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実
の
理
を
得
た
り
と
い
ぶ
べ
L
L
と
な
る
。
ま
こ
と
に
「
生
死
の
相
に
あ
づ
か

ら
ず
と
い
は
ば
、
実
の
理
を
得
た
り
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
こ
ろ
、
西
尾
実
氏

著
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
生
死
と
い
う
、
相
対
的

世
界
を
超
越
し
て
い
る
」
と
い
う
な
ら
「
仏
法
の
真
髄
を
得
た
も
の
と
い
え
よ

う
」
と
口
訳
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
今
の
一
大
事
に
直
面
し
て
一
心
覚
知
、

長
く
生
死
を
超
え
た
わ
け
で
あ
る
。
「
死
を
恐
れ
る
」
さ
ら
に
い
え
ば
「
生
死

の
相
に
あ
づ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
生
を
楽
し
み
得
る
の

で
あ
る
。
生
を
楽
し
む
と
い
っ
て
も
、
「
い
た
づ
が
は
し
く
外
の
楽
し
び
を
求

め
」
て
、
こ
れ
を
生
の
楽
し
み
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
心
敬
に
あ
っ
て
も
、

仏
道
修
行
が
日
々
で
あ
り
、
和
歌
連
歌
は
生
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
生
を
た
の

し
む
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
心
敬
に
お
け
る
和
歌
連
歌
の
評
価
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
此
道
に
疎
さ
人
は
四
の
時
の
移
り
ゆ
き
、
万
界
の

上
に
色
々
様
〈
艶
深
さ
理
を
も
知
ら
ず
、
た
だ
壁
に
む
か
ひ
て
饗
を
か
ぶ
り

て
、
一
生
を
送
れ
り
な
ど
い
へ
り
。
」
（
岩
橋
践
）
歌
道
に
お
い
て
本
当
の
人
生

が
わ
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
生
を
本
当
に
見
、
こ
れ
を
楽
し
む
、
楽
し
む

こ
と
は
実
は
う
れ
え
る
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
生
死
の

相
に
あ
ず
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
再
び
人
生
へ
還
っ
て
来
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る

の
で
、
往
相
だ
け
の
場
合
に
は
「
如
何
ば
か
り
の
権
者
、
学
生
な
ど
ゝ
て
賢
が

ま
し
さ
人
も
歌
道
よ
り
見
れ
ば
、
優
艶
の
方
を
く
れ
て
、
浅
さ
こ
と
の
み
多
し

と
也
」
　
（
岩
橋
薮
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
い
た
い
、
心
敬
は
二
条
良
基
が
連
歌
は
　
「
当
座
の
逸
輿
を
も
よ
は
す
」

（
筑
波
問
答
）
も
の
と
し
て
い
た
に
対
し
て
、
ひ
ど
く
真
剣
で
あ
る
。
そ
れ
は

上
述
の
心
敬
の
態
度
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
建
前
で
和
歌
連
歌

を
や
り
と
げ
る
に
は
「
た
ゞ
数
奇
と
道
心
と
閑
人
と
の
三
の
み
大
切
の
好
士
な

る
ぺ
く
哉
」
（
老
の
く
り
ご
と
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
世
俗
の
能
芸
、

停
車
に
携
さ
は
ら
ん
輩
は
、
日
夜
さ
は
り
の
み
侍
り
て
む
ね
の
う
ち
の
工
夫
お

ろ
そ
か
に
な
る
」
（
老
の
く
り
ご
と
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
排
除
さ
れ

る
の
は
武
士
で
あ
る
。
そ
の
最
も
よ
い
例
と
し
て
は
、
心
敬
は
宗
欄
の
力
量
は

一
応
認
め
て
い
る
の
だ
が
、
「
こ
の
好
土
も
偏
に
俗
人
に
侍
れ
ば
、
胸
の
う
ち

丈
夫
に
て
、
弓
馬
兵
杖
の
世
俗
に
白
夜
そ
た
ち
侍
て
、
更
に
、
世
間
の
無
常
遷

変
、
仏
法
の
方
学
文
修
行
の
心
ざ
し
、
一
塵
も
な
く
鋏
け
侍
る
ゆ
へ
に
や
」

（
所
々
返
答
）
、
「
誠
に
武
士
連
歌
に
て
、
鎧
璧
ハ
杖
を
具
足
し
た
る
鬼
の
丈
夫

な
ど
を
見
る
と
と
く
侍
る
欺
。
更
に
公
家
月
卿
雲
客
の
惨
く
け
だ
か
き
方
、
琴

琵
琶
を
も
て
あ
そ
び
束
帯
の
す
が
た
見
え
侍
ら
ず
哉
」
（
所
々
返
答
）
と
し
て

排
除
し
て
い
る
が
、
ま
た
、
「
定
家
家
隆
を
さ
へ
猶
歌
作
り
と
仰
せ
給
ひ
し
と

な
り
、
慈
鎮
西
行
を
こ
そ
歌
よ
み
と
は
あ
ほ
せ
ら
れ
し
か
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
4
1
）

と
い
う
文
句
に
も
で
く
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
西
行
上
人
を
も
ろ
〈
の

明
聖
に
越
で
ふ
か
説
く
の
上
手
、
例
の
人
丸
の
再
誕
と
の
み
勘
定
あ
り
し
も
、

た
と
へ
は
世
俗
の
凡
情
を
は
な
れ
た
る
む
ね
の
う
ち
を
仰
侍
る
な
る
べ
L
L

（
老
の
く
り
ご
と
）
と
世
俗
を
さ
び
し
く
排
し
、
道
心
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
僧
侶
に
対
し
て
も
心
敬
の
手
さ
び
し
い
批
判
は
ゆ
る
め
ら
れ
な
い
。

「
こ
ゝ
ろ
ざ
し
の
あ
さ
を
人
、
う
へ
に
数
寄
た
し
な
み
の
姿
を
見
せ
て
、
心
に

そ
ま
ぬ
好
士
あ
り
、
諸
道
に
見
え
侍
り
、
殊
に
仏
道
修
行
の
人
に
あ
り
と
な

り
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
）
、
「
何
事
も
世
の
く
だ
れ
る
在
さ
ま
眼
前
な
る
欺
、
仏
法

に
も
諸
宗
と
で
、
さ
び
し
を
の
み
に
で
、
慈
悲
の
方
は
絶
え
、
た
ゞ
我
見
の
み

を
旨
と
せ
る
ば
か
り
な
る
欺
」
（
所
々
返
答
）
、
「
仏
法
の
学
問
な
ど
も
工
夫
修

行
の
方
浅
く
て
、
諸
宗
の
聖
教
を
の
み
執
り
お
ぼ
え
侍
ら
ん
人
は
た
ち
所
に
生

死
を
捨
て
が
た
く
載
、
た
ゞ
諸
人
に
い
か
め
し
く
見
え
侍
る
ば
か
り
な
る
欺
」

心
敬
に
お
け
る
文
芸
的
態
度

（
岩
橋
殴
）
と
い
う
工
合
で
あ
る
。
本
当
の
実
践
的
な
仏
道
修
行
を
せ
ず
、

「
た
ゞ
我
見
の
み
」
で
あ
っ
た
り
、
「
聖
教
を
の
み
執
り
お
ぼ
え
」
る
の
み
の
、

い
わ
ゆ
る
「
文
字
法
師
・
暗
証
禅
師
」
で
め
っ
て
、
本
質
的
な
も
の
を
と
り
に

が
し
て
い
て
は
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
道
心
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
心
敬
的

な
追
求
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
世
俗
を
排
し
、
道
心
も
ぎ
り
ぎ
り
に
純
化

せ
ね
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。

三

文
芸
と
仏
教
と
の
関
係
は
古
来
深
い
も
の
が
あ
る
・
が
、
特
に
中
世
に
入
る
と

こ
の
関
係
は
密
に
な
る
。
狂
言
綺
語
説
と
い
う
の
は
す
で
に
平
安
朝
の
時
代
か

ら
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
は
じ
め
は
と
も
お
れ
、
ま
た
有
名
な
俊
戌

の
夢
の
話
が
あ
っ
た
り
す
る
が
、
要
す
る
に
狂
言
綺
語
の
謬
り
を
翻
し
て
讃
仏

乗
の
因
転
法
輪
の
縁
と
し
ま
う
と
い
う
に
帰
着
し
ょ
う
。
ま
た
和
歌
陀
羅
尼
説

と
い
う
も
の
が
お
る
。
こ
れ
は
狂
言
綺
語
説
の
よ
う
に
消
極
的
に
和
歌
と
仏
教

と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
和
歌
と
仏
教
と

を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
前
者
が
和
歌
は
仏
道
の
書
に
な

ら
ぬ
ば
か
り
か
、
間
接
的
に
は
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

に
反
し
、
後
者
は
和
歌
も
仏
教
も
同
じ
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
歌
は
我

国
の
陀
羅
尼
、
と
い
う
の
は
、
沙
石
集
に
「
和
歌
の
一
道
を
思
ひ
解
く
に
散
乱

麗
動
の
心
を
や
め
寂
然
閑
静
の
徳
登
り
。
文
言
す
く
な
く
し
て
心
を
含
め
り
、

惣
特
の
義
あ
る
べ
し
。
惣
特
と
い
ぶ
は
即
ち
陀
羅
尼
也
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま

た
同
じ
く
「
和
歌
の
陀
羅
尼
に
似
た
る
事
、
惣
持
の
道
理
也
。
た
だ
も
思
ふ
程

祈
念
し
け
ん
に
、
感
な
く
し
て
、
和
歌
に
め
で
て
利
生
あ
り
。
陀
羅
尼
も
常
の

こ
と
ば
な
れ
ど
も
、
た
だ
の
こ
と
ば
に
益
な
し
。
真
言
に
な
れ
ば
勝
利
あ
り
。

准
へ
で
知
る
可
し
。
陀
羅
尼
は
、
な
ず
ら
ぶ
れ
ば
仏
の
和
歌
也
」
と
も
あ
っ
て
、

五
七
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沙
万
葉
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
徳
と
い
う
考
え
方
が
つ
よ
い
。
心
敬

も
「
此
道
を
仏
法
な
ど
よ
り
劣
に
思
ひ
総
べ
か
ら
ず
、
天
竺
に
で
は
陀
羅
尼
梵

語
を
説
、
我
朝
に
て
は
神
明
和
光
為
化
度
和
歌
を
の
ぶ
、
こ
れ
則
比
国
の
陀
羅

居
な
り
、
生
死
を
悟
り
、
仏
神
の
感
応
、
一
代
の
説
教
の
理
に
墓
発
の
勝
劣
あ

る
べ
か
ら
ず
と
也
」
　
（
岩
橋
竣
）
、
「
本
よ
り
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
也
」

（
さ
ゝ
め
ご
と
）
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
何
故
和
歌
が
我
国
の
陀
羅
尼
で
あ

る
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
さ
す
が
の
心
敬
も
こ
れ
は
た
だ
単
に
慈
円
、

無
住
以
来
の
考
え
方
を
う
け
つ
い
だ
に
過
ぎ
ぬ
と
か
、
あ
る
い
は
飛
躍
で
あ
る

と
か
、
こ
じ
つ
け
だ
と
か
の
批
判
を
受
け
、
僕
も
か
っ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
た

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
和
歌
仏
道
一
如
説
を
理
解
す
れ
ば
不
思
議

は
な
い
。
生
死
に
直
面
し
、
こ
れ
を
超
え
た
と
き
、
即
ち
末
期
の
眼
を
も
っ
て

人
生
を
見
た
と
き
、
死
よ
り
生
へ
む
か
っ
て
出
発
し
た
と
き
、
本
当
の
和
歌
が

な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
意
味
で
の
和
歌
仏
道
一
如
論
で
「
歌
道
は
吾

が
国
の
陀
羅
尼
」
と
い
う
標
語
を
か
か
け
た
と
し
て
も
．
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
奇
異
で
も
な
け
れ
ば
、
飛
躍
で
も
な
い
。
仏
道
を
修
行
す
る
こ
と

は
つ
ま
り
、
生
死
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
生
死
の
立
場

を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
の
人
生
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
に
本
当
の
文
芸

が
生
れ
る
。
心
敬
は
作
品
よ
り
も
作
品
以
前
、
即
ち
人
を
重
視
し
て
い
る
と
よ

く
説
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
人
と
い
う
の
が
、
こ
の
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。四

心
敬
は
和
歌
連
歌
に
関
心
を
よ
せ
た
が
故
に
多
く
の
作
品
を
つ
く
り
、
ま
た

「
さ
1
め
ど
と
」
以
下
の
諭
を
著
わ
し
た
。
和
歌
連
歌
の
道
に
入
れ
ば
、
当
然

目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
よ
い
作
、
わ
る
い
作
で
あ
る
。
何
が
よ
い
作
で
、

五
八

何
が
わ
る
い
作
か
。
心
敬
は
多
く
の
諭
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
は
「
誠
に
は
万
道
の
上
の
是
非
は
、
み
な
無
階
級
の

上
の
階
級
に
侍
れ
ば
、
偏
に
跡
な
し
ご
と
の
み
也
、
万
た
ゞ
い
た
づ
ら
こ
と
ゝ

思
ひ
ず
て
侍
る
の
み
、
誠
な
る
べ
く
哉
」
　
（
岩
橋
駿
）
と
書
い
て
い
る
が
、
そ

れ
な
ら
何
も
書
く
こ
と
も
諭
ず
る
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
然
る
に
、
心
敬
は
や

は
り
あ
き
も
せ
ず
論
じ
て
い
る
。
「
無
階
級
の
上
」
に
し
て
も
、
そ
こ
に
や
は

り
厳
と
し
て
「
階
級
」
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
や
は

り
「
階
級
」
は
あ
る
。
あ
る
以
上
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
ま
か
い

技
巧
上
の
こ
と
、
「
て
に
は
」
に
つ
い
て
ま
で
論
じ
て
、
回
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
胸
の
う
ち
人
間
の
色
欲
も
う
ず
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
。
心
の
か
ざ
り
た
る
と
も
が
ら
の

句
は
す
が
た
こ
と
ば
や
さ
し
く
共
、
ま
こ
と
の
耳
よ
り
は
偽
の
み
あ
ら
は
れ
侍

る
ぺ
L
L
　
（
さ
ゝ
め
こ
と
4
1
）
、
「
春
の
曙
、
秋
の
夕
暮
と
き
ゝ
と
ろ
く
ち
ま
ね

に
す
る
は
い
た
つ
ら
こ
と
也
、
春
の
曙
を
も
秋
の
夕
を
も
、
心
を
と
め
た
る
人

の
い
び
出
す
は
同
じ
夕
曙
な
れ
と
も
か
く
へ
つ
の
物
也
、
心
は
ふ
と
く
欲
心
を

か
ま
へ
、
あ
た
ゝ
か
な
る
あ
て
か
び
に
て
、
こ
と
葉
は
か
り
に
て
、
う
く
、
つ

ら
き
、
か
な
し
き
、
あ
ち
き
な
き
、
世
を
い
と
ふ
、
身
を
す
つ
る
と
の
み
い
へ

と
も
、
か
た
は
ら
い
た
く
こ
そ
候
へ
、
し
み
こ
は
り
も
せ
ず
候
」
　
（
庭
訓
）
と

い
う
と
こ
ろ
、
人
が
大
切
な
の
で
あ
る
　
「
こ
と
葉
は
か
り
に
て
、
う
く
、
つ

ら
き
、
か
な
し
き
」
な
ん
ぞ
と
い
っ
て
も
し
み
じ
み
と
感
激
を
与
え
る
作
品
に

は
な
ら
ぬ
。
で
は
ど
う
し
た
ら
感
激
を
与
え
る
作
品
を
生
み
得
る
か
。
そ
れ
に

は
、
こ
の
人
を
掘
り
下
げ
る
方
向
と
、
表
現
技
法
を
積
み
上
げ
る
方
向
と
の
二

つ
が
透
ろ
う
。
表
現
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
、
こ
の
雑
誌
第
4
号
に

「
心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義
」
と
題
し
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
撲
は

方
法
を
き
り
離
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
な
お
、
根
本

的
に
は
彼
の
文
芸
的
態
度
に
即
し
て
考
え
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
留
保
し
て
お
い

た
。
本
論
文
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
ま
ず
し
い
解
答
の
一
部
分
で
あ
る
わ
け
だ
。

し
か
し
、
そ
の
人
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
。
「
ま
こ
と
に
唯
今
を
し
ら
ぬ

ま
ほ
ろ
し
の
身
を
は
忘
れ
て
、
常
住
有
所
得
の
み
に
落
ち
∴
さ
ま
く
の
能
芸
、

学
問
、
仏
法
な
と
ゝ
て
の
ゝ
し
り
あ
へ
る
、
お
ろ
か
な
る
か
な
」
　
（
ひ
と
り
こ

と
）
、
「
比
の
身
は
土
灰
と
な
れ
る
に
彼
の
い
き
の
一
す
ぢ
い
づ
ち
に
か
行
き
侍

ら
ん
、
我
の
み
な
ら
ず
万
象
の
上
の
来
し
方
さ
れ
る
所
こ
そ
尋
ね
極
め
た
く
侍

れ
」
　
（
さ
ゝ
め
こ
と
2
0
）
と
、
常
住
有
所
得
に
お
ち
て
い
る
こ
と
の
お
ろ
か
さ

を
思
い
、
人
と
は
何
で
あ
る
か
、
生
と
は
何
で
あ
る
か
、
死
と
は
何
で
あ
る
が

を
追
求
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
こ
の
み
ち
を
さ
と
り
し
ら
ん
よ

り
も
只
今
当
来
す
べ
き
一
大
事
因
縁
を
た
づ
ね
あ
き
ら
め
、
な
か
く
生
死
を
こ

そ
捨
て
た
く
侍
れ
、
い
た
つ
ら
事
に
光
の
か
げ
を
け
ち
で
く
ら
さ
に
入
り
侍
ら

ん
事
、
八
千
度
く
い
て
も
余
り
お
は
く
や
」
　
（
さ
ゝ
め
ご
と
3
9
）
と
、
歌
道
よ

り
も
一
大
事
因
縁
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
の
重
大
き
に
と
ら
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
し
か
は
あ
れ
ど
な
は
ふ
か
く
思
ひ
と
き
侍
れ
ば
」
と
し
て
、
「
い
づ
れ
の
道

を
も
て
あ
そ
び
で
も
、
い
か
な
る
法
を
つ
と
め
て
も
其
の
相
と
ま
る
べ
き
に
あ

ら
ず
、
三
世
に
ぬ
し
な
さ
万
法
な
り
、
た
ゞ
ま
ぼ
ろ
し
の
は
ど
の
よ
し
あ
し
の

こ
と
は
り
の
み
ぞ
ふ
し
ぎ
の
う
へ
の
不
思
議
な
る
」
　
（
さ
ゝ
め
ご
と
3
9
）
と
こ

の
徹
底
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
人
生
も
和
歌
も
と
も
に
わ
か
ら
ぬ
も
の
だ
が
、

と
も
に
何
も
の
か
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
、
だ
が
そ
れ
は
つ
か
め
な
い
、
と
い
う

ど
ん
底
に
達
し
た
。
も
う
こ
の
上
は
生
死
を
超
え
る
こ
と
が
、
本
当
に
人
生
を
、

和
歌
を
知
る
こ
と
と
い
う
壁
を
つ
き
破
る
は
か
は
な
い
。
「
法
花
に
も
比
の
経

心
敬
に
お
け
る
文
芸
的
態
度

を
明
ら
め
ん
と
お
も
は
ゞ
世
間
の
夢
を
観
世
ま
と
い
へ
り
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
輪
）
、

「
此
道
は
た
ゞ
一
大
事
の
物
と
た
に
心
え
で
た
し
な
ま
は
あ
か
る
へ
を
也
」
（
庭

訓
）
、
「
心
外
法
お
れ
ば
、
生
死
に
輸
廻
し
、
一
心
覚
知
す
れ
ば
長
く
生
死
を
す

っ
と
い
へ
り
、
た
ゞ
一
心
を
見
る
人
な
が
く
生
死
を
超
妙
と
云
ふ
」
　
（
さ
ゝ
め

ご
と
4
2
）
、
「
さ
と
り
に
心
を
か
け
ず
は
、
い
か
で
か
歌
道
の
生
死
を
ば
は
な
れ

侍
ら
ん
」
　
（
さ
ゝ
め
ご
と
4
9
）
と
あ
っ
て
、
生
死
を
超
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
。
「
ま
は
ろ
し
の
身
を
は
忘
れ
て
」
、
「
さ
ま
く
の
能
芸
」
や
「
学
問
」
な

ど
に
か
か
わ
っ
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
り
、
「
仏
法
」
も
ま
た
そ
う
い

う
態
度
で
は
修
行
に
な
ら
ぬ
。
「
ま
ほ
ろ
し
の
身
」
、
「
飛
花
落
葉
」
、
「
無
常
」

を
観
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
「
一
大
事
」
、
「
生
死
」
に
直
面
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
立
ち
か
え
っ
た
人
が
「
此
世
の
無
常
遷
変
の
理
身
に
と
を

り
、
な
に
の
上
に
も
忘
れ
ざ
ら
ん
人
」
　
（
岩
橋
駿
）
、
「
常
に
飛
花
落
葉
を
見
て

も
草
木
の
露
を
な
か
め
て
も
、
此
世
の
夢
ま
は
ろ
し
の
心
を
思
ひ
と
」
　
る
人

（
庭
訓
）
、
「
よ
ろ
づ
に
跡
な
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
め
」
た
人
（
さ
ゝ
め
ご
と
4
1
）

と
な
る
。

以
上
は
、
心
敬
の
語
に
よ
っ
て
、
仏
道
修
行
、
生
死
覚
知
へ
の
往
相
と
、
そ

こ
か
ら
再
び
詩
歌
の
世
界
へ
か
え
っ
て
く
る
還
相
と
を
語
ら
せ
た
の
で
め
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
心
敬
が
こ
う
し
た
ま
と
ま
っ
た
叙
述
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
心

敬
の
文
芸
論
に
お
け
る
撲
の
理
解
で
あ
る
。


