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第
二
十

一
号

(平
成
五
年
三
月
十
八
日
)

「
出
京
」
小
考

1
ー

中
世
和
歌

に
お
け
る
詩
的

〈
コ
ス
モ
ス
〉

の
形
成

川

平

ひ

と

し

右

の
副

題

に
云
う

「
コ
ス
モ

ス
」

と

は
、
物

理
的

な
空
間

の
謂

で
あ

る

と
同
時

に
、

こ
と
ば

の
形
作

る
世

界

、
あ

る

い
は
言
語

表
現

に
よ

っ
て
成

り
立

た
し

め
ら

れ

て

い
る
時

空

や
宇
宙

を
指

し

て

い
る
。
本
題

に
示
し

た

と

こ
ろ
と
合

わ

せ
て
趣

意
を

言
え

ば
、

小
論

で

は
、
中

世
和
歌

に
お
け

る

時
空

の
広
が

り
、

こ

と
に

そ

の
形
成

史

の

一
側

面

に

つ
い
て
、

「
京

」
と

い

う
空
間
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
1

現
実
の
都
市
空
間
と
し
て
の
「京
」

と
、

観
念

の
内

で
昇

華

さ
れ
、

そ

し

て
こ
と
ば

と
し

て
定
着

さ

れ
た
文

学

(1
)

的

.
言
語
的

な
時

空

と
し

て

の

「
京

」
と

の

か
か
わ

り
を
探

る

こ
と

に
よ

っ
て
ー

考

え

て

み
た

い
。

「
出
京

」
と

い
う
言
葉

は
右

の
よ
う
な

構
想

に

対

し

て
幾

つ
か

の
示
唆

と
、

考
察

を
進

め

る
た

め

の
糸

口
を
与

え

て
く

れ

る

の
で
は
な

い
か
と
思

う
。

二
つ
の
視
座
、
二
つ
の
視
線

大
和
を
中
心
と
す
る
コ
ス
モ
ス
の
問
題
は
し
ば
ら
く
措
き
、
平
安
京
成

立

以
後

の
問
題

に

つ
い
て
考

え

た

い
。

平

安
京

の
固
定

し

て

の
ち
、

〈
京
〉

〈
都
〉

の
内

側
を

住

み
か
と

し
根
拠

地

と
も
し

て

い
た
人

々

に
と

っ
て
、

「出

京
」
す
な

わ
ち

「
京
」
を
離

れ
「
出

」

る

こ
と

は
常

に
或

る
種

の
抒

情

を
促

さ
れ

る

経

験

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

「出

京

」
の
情

は
、

あ

た
か
も

「
入
京

」
す
な

わ
ち
京

洛

の

「
ふ
る
さ

と
」

に
帰
り
着

き

え
た

こ
と

に
と

も
な
う

安
堵

と
喜

び

の
情

に
相

応
ず

る

も

の
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
も

よ

い
で
あ

ろ
う
。

こ

の
よ
う

な

「出

京
」

に

　　
　

ま

つ
わ

る
リ

リ

シ
ズ

ム
は
、
都

や
都
人

と

の
別

れ

の
境

域

で
あ

る
諸

方

の

「
口
」

や

「関

」

に
特

有

の
詩
的

連
想

を
帯

び

さ
せ

た
も

の
と
、
底

で
深

く
繋

が

っ
て

い
た

で
あ

ろ

う
し
、

さ
ら

に
は
羇
旅

歌
や

歌
枕
表

現

を
支

え

て

い
た
空
間

意
識

と
も
密

接

に
結

び

つ
い
て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

視
点

論

の
次
元

で
言

え
ば

、

「出

京
」
し

て
都

を
去

る
主

体

に
も
た

ら

さ

れ
る
抒
情

は
、
京

の

「内

」

に
あ

る
視
点

、

や
や
具

体
的

に
言

え
ぱ
京

の

「
内
」

を
観
念

・
感

覚

の
拠

り
所

と
す

る

〈
視
座

〉

と
、
京

の

「
内
」

か
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ら

、
「
外

」
ぺ

と
向

か
う

〈
視
線

〉

と

に
よ

っ
て
裏
打

ち

さ
れ

て

い
た

で
あ

ろ
う
。
重

要

な

の
は
、

こ
う

し
た
視

座

や
視
線

は
単

に
特

定

の
地
点

に

お

い
て

一
回
限

り
生
起

す

る

の
で

は
な
く

、
都

を
去

る
者

の
言

わ
ば

内

な

る

座
標

軸

と
し

て
保
持

さ

れ
続

け

て
ゆ
く

と

い
う
点

で
あ

る
。
先

ほ
ど
挙

げ

た

「関

」
の
場
合

で
言

え
ば

、

「出

京
」
に
と

も
な

う
視
座

と
視
線

は
、
京

を
去
り
異
郷

へ
赴
く
べ
く
境
と
し
て
の

「関
」
を
越
え
て
行
く
1

言
葉

を

も
じ

っ
て
言

え
ば

、

「
出
京

」
と
は

「
出

郷
」
で
あ

り

「出

境

」
で
あ

る

ー

際
の
、
古
巣
に
呼
び
戻
さ
れ
る
よ
う
な
思
い
や
、
未
知
の
世
界

へ
向

か
う
好
奇

や
流

浪
漂

泊

の
気

分
な

ど
が
綯

い
交

ぜ

に
な

っ
た
情
趣

を

生
む

の
で
あ

る
が

、
そ

れ
は

、
た

と
え
ば

単

に

「逢

坂
関

」
な

ど

の
境
界

に
あ

る
地
点

で

の
み
萌

す

の
で

は
な
く
へ

赴

く
先

の

「関

」
ご

と

に
新

た
な

〈
出

京

〉

の
リ
リ

シ
ズ

ム

の
形

を

と

っ
て
幾
度

も
再

生
、

反
芻

さ

れ
え
た

の

で

あ

る
。

さ
ら

に
言

え
ば

、
そ

う
し

た
内

な

る
座

標
軸

の
上

に
据

え
ら

れ

た

視
座

・
視

線

は
、

果

て
に

は
、
出
京

す

る
主
体

の
現

つ
の
行
為

や
生

ま

の

体

験

そ

の
も

の

に
止
ま

ら
ず

、
必
ず

し

も
そ

れ

に
媒

介

さ
れ
ず

に
、

言
語

表

現

の
時

空

の
も

と

で
設

定

、
仮
構

さ

れ

る
表

現
上

の
仕

組

み
と
も

な

る

の
で
あ

る

(こ
の
点
、
後
述
す
る
)
。

た
だ

し
右

に
述

べ
た

の

は
、
〈
京

〉

と
、
〈
京

〉

の
圏
外

の

「
鄙
」

へ
続

く

異
域

と

の
連

関

の
中

で
捉

え
ら

れ

る
と
き

の

〈
出

京
〉
で
あ

る
。

一
方
、

「
出
京

」

に
は
右

と

は
異
な

る
、

も
う

一
つ
の
連
関

の
も
と

で

の
方
向

と

形

が
存
在

す

る
。

そ
れ

は
、

〈
京
〉
の
内

側
す

な
わ

ち
洛
中

と
、

洛
外

の
領

域

そ

し
て
北

ポ
東

・
西

の
山

々

と
そ

の
麓
辺

り

へ
続

く
空

間

と

の
連
関

、

簡

略

に
言

い
換

え
れ
ば

、

京

洛
/

郊
外

の
連
関

の
も

と

で
云
わ

れ

る
と
き

の

〈
出

京
〉

で
あ

る
。

こ

の
第

二
の
連

関

に
お
け

る

〈
出
京

〉

に

は
先

述

し
た

と

こ
ろ
と

は
別
途

の
、
注

意

す

ベ

へ

き
脈
絡

が
存

在

し
て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

「
出
京

」
の
語
を

、

「京

ヲ
出

ズ
」

ヘ

へ

で
は

な
く

「
京

へ
出

ズ

」
も

し
く

は

「京

二
出

ズ
」

と
訓

ず

る
場
合

の
脈

絡

が

そ
れ

で
あ

る
。
京

の
内
側

に
座

標
軸

の
あ

る

「
京

ヲ
出
ズ

」

に
対

し

て
、

「京

へ
出

ズ

」
「
京

二
出
ズ

」

の
方

の
根
拠

地

と
座

標
軸

は
む
し

ろ
京

の
外
周

部
、

縁
辺

部

に
あ

る
。

「
京

へ
出
ズ

」

「
京

・二
出
ズ

」

と
は
、
京

洛

を
繞

り
取

レ
巻
く

郊
外

の
視
座

か
ら
、
あ

た

か
も

〈
京
〉

の
空

間
そ

の
も

の
を
対

象
化

す

る
よ
う

に
、
京

の

「
内
」

へ
と
視
線

を
向

け

る
行

為

・
身

振

り

に
他
な

ら

な

い
。

す

な
わ

ち

「
出
京

」
に
は

、
「
京

ヲ
出

ズ
」
と

「京

へ

(
二
)
出

ズ
」

の

二

つ
の
動
作

の
方
向

が

あ

る
。

こ
の

二
種

の
形

を
、

強

い
て

テ

ニ
ヲ

ハ
を

基

軸

と
し

て
切

り
取

れ
ば

、

「
出
京

」

に
は
、

「京

ヲ
出

ズ
」

の
系
列

ヲ
系

の

「出

京

」

コ
尽

へ
出

ズ
」

も
し

く

は

「
京

二
出
ズ

」

の

系
列

ヘ

ニ
系

の

「出

京

」

の

二
系

列
が

存
在

す

る
と
言

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

さ

て
、

こ

の
二
系
列

に
応

じ

て
、

両
様

の
視

点
、

二
系

列

の
視

点

の
様

態

が
存

在

し

て
い
る

こ
と

に
な
る

は
ず

で
あ

る
。

さ
ら

に
先
述

し
た

二

つ

の
連
関

と
も

結
び
合

わ

せ

て
、

私

た
ち

の
見
取

図

を
次

の
よ
う

に
表

示
す

る

こ
と
が

で
き

る
か
も

知

れ
な

い
。
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〈出
京
〉
の
連
関

・
系
列
と
視
点
の
様
態

京
洛
/
異
域

(
連
関)京

洛
/
郊外

ヲ

系(系列)

A

a

ヘ

ニ

系

B

b

単

に
理
論
的

に
設

定

し
う

る
ば

か
り

で
な

く
、
私

た

ち
は
、

八
、

a
、

B
、
b

の
よ

う
な

、
連
繋

し
合

い
な
が

ら
も
互

い
に
異

な
る
視
点

の
様
態

を

具
体
的

に
辿

る

こ
と

が

で
き
る

に
違

い
な

い
。
小

稿

で
考

え

て

み
た

い

の
は
、

こ
れ

ら

の
う
ち

の
就
中

b

の
様
態

、
す

な
わ

ち
、
京

洛
/

郊
外

と

い
う

連
関

の
も

と
、

「
京

へ
出
ズ

」

「京

二
出
ズ

」
と

い
う
動

作

の
方
向

で

も

た
ら

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
視

点

(視
座

や
視

線
等

々
)
と
表

現

の
問
題

、

言

い
換
え

れ
ば

、
京

の

マ
ー
ジ

ナ

ル
な
外

部

の
地

点

に
あ

っ
て
、

「
外
」
か

ら

「内

」

へ
と

〈
京

〉
を
視

る
眼
と

そ

の
表

現

の
あ

り
方

の
問
題

に

つ
い

て

で
あ

る
。

二

た
と
え
ば
鷹
ケ
峯
か
ら

右
に
示
し
た
b
に
お
け
る
視
点
の
様
態
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
定
め

て
お
こ
う
。

時
代
を
江
戸
初
期
に
ま
で
下
げ
て
、

一
例
と
し
て
洛
北
鷹
ケ
峯
に
栖
を

設
け
た
本
阿
弥
光
悦
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。

現
存
し
て
い
る
光
悦
の
自
筆
消
息
は
光
悦
と
周
辺
の
人
々
と
の
交
流

・

交
渉
の
様
を
如
実
に
伝
え
て
興
味
深
い
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は

「出
京
」

　ヨ
　

の
語
を
含
む
次
の
よ
う
な
消
息
も
見
ら
れ
る
。

牡
丹
勦
ス
ィ
ロ
復
壱
重

御
懇
情
二
候
、
出
京
之

節
尚
面
ニ
テ
可
申
候
、

恐
惶
謹
言

三
月
十
六
日

光
悦

(花
押
)

鷹
ヶ
峯
徳
友
斎

(切
封
)土

一
郎
左
様

光
悦

人
く
御
中

右
は
、
光
悦
の
号

「徳
友
斎
」
に
施
さ
れ
て
い
る
肩
註
に
よ
っ
て
、
鷹

ケ
峯
か
ら
発
信
さ
れ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
牡
丹
や

「復
」
を

贈
り
届
け
た
相
手
の
芳
情
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
い
ず
れ

「出
京
」
す

な
わ
ち
洛
中
へ
出
か
け
た
節
に
、
面
謁
し
て
直
か
に
礼
を
申
し
述
べ
た
い

と
い
う
意
志
を
伝
え
る
挨
拶
の
書
状
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ

う
な

「出
京
」
の
例
は
、
「
八
朔
為
御
祝
ア
ワ
ヒ
十
ケ
」
を
送

っ
て
寄
越
し

ヘ

へ

　
る

　

た
常
成
へ
の
礼
状
に

「
二
三
日
中
、
出
京
可
申
」
云
々
と
あ
り
、
ま
た
江

戸
よ
り
到
来
の
鮭
を
養
子
の
光
瑳
の
許

へ
送

っ
た
際
の

「晦
日
朔
日
時
分

ヘ

へ

　
　

　

可
令
出

京
候

」

云

々
と

い
う

文
辞

に
も

見
ら

れ

る
。
他

に
、

ヘ

へ

嵯
峨

へ
参
数
日
逗
留
仕
、
罷
帰
候
、
近
日
致
出
京
、
御
見
廻
可
申
上

候

　　
　

(九
月
六
日

「板
倉
侍
従
」
宛
)

其
晩
可
令
出
京
候
間
、
以
面
上
可
申
候

　ア
　

(十
八
日

「五
十
嵐
太
兵
衛
」
宛
)
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な
ど

を
捨
う

こ
と
も

で
き

よ
う
。

こ
う

し

た

「
出

京
」

の
語

は
、

親
し

い
者

た

ち
と

の
折

々
の
交

じ
わ

り

の
中

で
恐
ら

く

こ
と

さ
ら
深

甚
な
意

味

を
籠

め

て
記

さ
れ
た

の

で
は
な

か

っ
た
だ

ろ
う

。

し
か
し

、
む

し

ろ
意

図
的

に
構

え

ら
れ

た

の
で
は
な

い
、

こ
う
し

た
物
言

い

の
中

に

お
の
ず

と
光
悦

ら

が
暗
黙

の
う

ち

に
共
有

し

て

い
た
空
間

意
識

は
滲

み
出

て

い
よ

う
。

す
な

わ
ち
右

に

示
し

た
書

簡

ど
も

の
中

で

「出

京

」
と
云

わ

れ
る
と

き
、

〈
京
〉
は
赴

い
て
行

く

べ
き
彼
方

に

あ

る
空
間

で
あ
り
、
翻

っ
て
光
悦

の
在

る
鷹

ケ
峯

こ
そ

は
、
此
方

か
ら

〈
京
〉

を

見
遣

る
眼

の
拠

り
所

で
あ

っ
た

こ
と

は
明
瞭

で
あ
ろ
う

。

「出

京
」
と

い

う
語
は
、
光
悦
の
根
拠
地

元
和
元
年
(
一
六

一
五
)移
住
以
後
の
ー

た

る
鷹

ケ
峯

に

お
け
る

く
視
座

V

の
在

り

か
と
、

そ

こ
か
ら

〈京

〉

へ
差

し
向

け

ら
れ

る

〈
視

線

〉

の
行

く
方

を
告
げ

る
徴
標

で
す

ら
あ

っ
た

。

つ
い
で

に
言

え
ば

、
光

悦
消
息

の
多

く
は
、

現

に
洛
中

に
在

る
人

々

へ

(
も
し

く
は
嵯

峨

な
ど

の
洛
外

の
人

へ
)

宛

て
ら

れ
た
も

の
で
あ

っ
た

に

違

い
な

い
が
、

そ

れ
ら

の
書
状

の
中

で
、

人

々

の

「
入
来

」

「来

駕
」

「
来

儀
」

「
御
出

」

「
来
臨

」
を

謝

し
た

り
、
あ

る

い
は
請

い
望

ん

で

い
る
場

合

の
光

悦

の
視
座

も
、

む

ろ
ん
鷹

ケ
峯

に
あ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

ま
た
花

洛

の
あ

た

り
を

、「
京
」

「
京

ノ
方
」
と
呼

び
、

み
ず

か
ら

そ

こ

へ
赴

く

こ
と
を

「愚

拙
上

洛
」

な

ど
と
記

し

て

い
る

の
も

、
先

述
し

た

「出

京
」

の
場

合

と
同

じ
空

間
意

識

に
基
づ

く
も

の
に
他

な

る
ま

い
。

「
出
京

」
の
周

辺

に
あ

る
語

彙
群

も

ま
た
光
悦

の
眼

の
在

り

か
を
伝

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
鷹

ケ
峯

の
佳

境
、

境
致

に

つ
い
て
は
、

し
ば

し
ば
引

か

れ
る

　　
　

　　
　

　む
　

林
羅
山

「鷹
峯
記
」
や
灰
屋
紹
益

『
に
ぎ
は
ひ
草
』、
『本
阿
弥
行
状
記
』

な
ど

の
こ
も
ご

も
誌

す
と

こ
ろ

で
あ

る
。
ま

こ
と

に
鷹

ケ
峯

の
地

は
、
京

の
巷

を
離

れ
棲

む

こ
と

に
よ

っ
て
秘

か
に
心

を
澄

ま
す

こ
と

の

で
き
る
場

所

で
あ

っ
た
だ

ろ
う
。

こ
の
閑

寂

の
地

を
栖

と
し

た
光
悦

に
、

ど

の
よ
う

な
内

面
世
界

が
形
作

ら

れ

て

い
た

か
は

興
昧
深

い
問

い
だ

と
言

わ
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
が
、

私
た

ち

は
、
「
出

京
」
の
語

を

一
つ
の
着

眼
点

と
し

な
が

ら
光
悦

の
消
息

を
繰

る
こ

と
に
よ

っ
て
、

述

べ
た

よ
う
な

鷹

ケ
峯

と

い
う

場

所

が
育

ん
で

い
た

で
あ

ろ
う
内
密

な
空

間
意

識

と
、

そ

の
も

と

で
お

の

　ひ
　

ず
と
獲
得
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
光
悦
の
視
点
ー

よ
り
分
節
化
し
て
言
え

ば

、
光

悦

の
視

て

い
た
像

(視

像
)
や
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
、

視
座

、

ま
な
ざ

し
、

　ロ
　

視

線
1
ー

を

読

み
取

る
こ
と

が

で
き
る

の
だ

と
思
う

。

光
悦
の
も
と
に
あ
っ
た
以
上
の
よ
う
な
、
言
わ
ば

〈縁
辺
の
視
点
〉
の

様
態
1
ー
先
ほ
ど
仮
り
に
表
示
し
た

「b
」
の
様
態

は
、
も
と
よ
り

近
世
初
期
に
お
け
る
そ
れ
、
し
か
も
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば

角
倉
素
庵
の
嵯
峨
、
智
仁
親
王
の
桂
、
後
水
尾
院
の
修
学
院
、
あ
る
い
は

石
川
丈
山
の
詩
仙
堂
、
そ
の
丈
山
と
の
細
や
か
な
交
渉
を
伝
え
る

『羅
山

先
生
文
集
』
に
同
様
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
長
嘯
子
の
霊
山
、
羅
山
門
下
の

小
川
俊
政
ゆ
か
り
の
長
楽
寺
の
別
業

(「正
林
」
)
等
々
の
ー

『羅
山
先

生
詩
集
』
に
は
上
記
の
人
々
を
含
む
諸
人
と
羅
山
と
の
交
流
の
場
が
、
「居

處
」
や

「遊
覧
」
「會
集
」
「尋
訪
」
「送
別
」
「贈
答
」
等
に
部
類
さ
れ
る

詩
篇
の
舞
台
に
し
ば
し
ば
な
っ
て
い
る
ト
ー
京

洛
を
取
り
巻
く
周
圏
の
、

平
安
朝
以
来
の
歴
史
の
記
憶
や
連
想
も
幾
重
に
も
累
積
し
て
い
た
場
所
に

あ

っ
て
は
、
先
に
見
た
光
悦
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
視
点
が
豊
か
に
育
ま

一
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れ

て

い
た

に
違

い
な

い
。

そ
れ

ら

の
中

に
あ

っ
て
、

と
り
わ

け
光
悦

消
息

中

の
、
鷹

ケ
峯

か
ら

の

「
出

京
」

を
語

る
語

に

は
特

徴
的

な

現
れ
を

窺

い

う

る

の
で
あ

る
が

、
「
出
京

」
の
語

の
含

み
も

つ
そ
う

し

た
視

点

の
様
態

を
、

中
世

、

そ
れ

も
中
世

初
期

あ

た
り

に
溯

っ
て
尋

ね

て

み
る

こ
と
、
そ

し

て

こ
の
様
態

は
中

世
的

な
詩

的

コ
ス
モ

ス
と
そ

の
表

現

の
形
成

史

に
ど

の
よ

う

に
連

繋

し

て

い
た

か
を

溯

っ
て
探

っ
て

み
る

こ

と
I
I
⊥
言

い
換

え

れ

ば

、

「
出
京

」

に
ま

つ
わ

る

〈
視

点
史

〉
〈
表

現
史

〉

の
変
容

・
展

開

の
、

特

に
中

世
初

期

に

お
け
る
姿

を
求

め

る

こ
と

以
下

に
お
け

る
所
論

の

主

眼

は
そ

こ

に
あ

る
。

た
だ

し
今

問
題

に
し

よ
う

と
し

て

い
る

「変

容

・
展
開

」

は
、
単

一
の

構
造

の
も
と

で

の
み
繰

り
広
げ

ら

れ
た

と
捉

え
る
必

要

は
な

い
。
考

え

て

み
れ
ば
、

王
朝

の
文

学
的

コ
ス

モ
ス

の
生

成

・
定
着

し

て
以
来

、
私

た

ち

が

一
つ
の
定
点

と

し

て
眺

め

て
み

よ
う

と
し

て

い
る
中
世
初

期

に
至

る
ま

で
に
、

コ
ス
モ

ス
そ

の
も

の
を

め
ぐ

る
視
点

や
表

現

も
多
様

で
多

彩

な
富

を
蓄

積
し

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。
仮

り

に
、
「
出

京
」
を
着
眼

点

と
し

て
述

べ
た

よ
う

な
見
取

図

を
粗

々
描

く

こ
と
が

で
き

る

に
し

て
も

、

そ

の
内

部

は
単

一
で
は
な

く
、
幾

筋

も

の
流

れ

の
も

と

で
、

各

々

の
構

造
を

も

っ
て

先

述

の

「
富

」

は
存
在

し

て

い
た
は
ず

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
そ

れ
ぞ

れ

に
広

が

り
と

深

さ
を
湛

え
た
視

点

と
表

現

の
系

の
寄

り
集

ま

り
、
言

い
換

え

れ
ば
、

視
点

と
表

現

を
め

ぐ

る
諸

構
造

の
束

を
想

定

し

て
お
く

べ
き

で

あ

ろ
う
。

そ

の
よ
う

に
束

を
成

し

て

い
る
諸

系

の

一
筋

々

々
を
手

繰
り

寄

せ
て

み

る

の
は
興
味

深

い
問

題
だ

と
言

わ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
う

し
た
諸

系

の

一
つ
と
し

て
早
く

よ
り
存

在
し

、

ま
た
或

る
純

化

さ
れ
た
姿

を

み
せ

て

い
る
の

は
、

お
そ
ら
く

僧
侶

た

ち
に

お
け

る

「
出
京

」

の
場
合

で
は
な

か

ろ
う

か
。三

僧
た
ち
の
出
京

多
か
れ
少
な
か
れ
都
の
巷
を
離
れ
て
み
ず
か
ら
の
営
み
に
従
う
僧
侶
た

ち
に
と
っ
て
、
〈京
〉は
常
に
彼
方
に
あ
る
俗
な
る
領
域
と
し
て
遠
望
さ
れ

る
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

〈京
〉
を
包
み
込
む
よ
う
に
周
辺
に
広

が
り
聳
え
る
山
々
ー

あ
る
い
は
山
々
の
あ
わ
い
の
谷
々
ー

こ
そ
は
伝

教
大
師
が
歌
い
、
慈
円
も
ま
た
和
す
る
よ
う
に
歌

っ
た

「わ
が
立
つ
杣
」
、

す
な
わ
ち
彼
ら
の
拠
っ
て
立
つ
根
拠
地
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
山
や
谷
、
そ
し
て
山

・
谷
に
続
く
郊
外

の
僧
た
ち
の
栖
は
、
も
と

よ
り
仏
者
た
ち
の
修
行
と
h
思
索
や
夢
想
の
場

で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の

場
は
学
芸
研
究
そ
し
て
文
学
表
現
創
出
と
文
学
研
究
の
場
と
も
な
り
、
や

が
て
処
々
の
地
点
に
お
い
て
小
文
学
圏
を
i

言
わ
ば
都
の
縁
辺
部
の
文

学
圏
を
1

形
作
り
も
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
は
省

略

し
よ
う

。

さ
し
あ

た
り
重

要

な

の
は
、

そ

の
よ
う

な
根

拠

地

の
も

と
で

長

い
時
　醐

を

か
け

て
、

僧
侶

た

ち

の
視

点
、
特

に

〈
京

〉
を
対

象
化

し

て

眺
め
遣

る

〈
ま

な
ざ

し
〉

や

〈
視
線

〉

や

〈視

座

〉
が
充

実

し
た
内

質

を

備

え

て
成
熟

し

て

い
た
と

い
う
点

で
あ

る
。
私

た

ち

は
、

そ

う
し

た
ま

な

ざ
し
や
視
線
が

〈京
〉
に
つ
い
て
の
多
彩
な
視
界
ー

パ
ノ
ラ
マ
や
ヴ
ィ

　む

ス
タ

な
ど
ー

と
し

て
示
さ

れ
た
例

を
、

一
つ
の
系
譜

の
中

で
辿

る
こ

と

す

ら

で
き

る
に
違

い
な

い
。
和

歌
表

現
史

の
中

か
ら

、

こ
の
系
譜

に
立

つ

一
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最
も
代
表
的
な
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
例
は
お
そ
ら
く
そ
れ
に
相

当
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る

み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

(古
今
集

・
春
上

・
五
六

素
性
)

こ
の
素
性
歌
は
「見
渡
せ
ば
」
の
歌
句
を
も
つ
眺
望
歌
と
も
言
う
べ
き
歌
々

　め
　

の
流

れ

の
中

に
あ

っ
て
、

万
葉

か
ら
古

今

へ
の
展

開

の
結
節

点

と
も
な

る

位

置

に
立

つ

一
首

で
あ

る

が
、

お
そ

ら
く

は
、
作

者
自

身

に
と

っ
て
親

し

い
場
所

で
あ

る
東

山

の
花
山

か
ら

、
岡

々

の
稜

線

の
問

の
彼
方

に
見

通

す

こ
と

の
で

き
る
実

際

の
ヴ

ィ

ス
タ

と
も
全

く
無

縁

で

は
な

か

っ
た

と
想
像

さ
れ

る
。

そ
れ

は
と
も

か
く

、

こ
こ

に
は

〈
京

〉

の
空
間

を

己
れ

の
領
分

と
は
区
別

し

て
遠
望

す

る
と

い
う

く
視
座

V

が
明
確

に
提

示

さ
れ

て

い
る

と
言

っ
て
よ

い
で
あ
ろ

う
。

こ

の
場

合

の

〈
京

〉

は
優
美

な
景

観

と
し

て
眺

め
ら

れ
て

い
る
。

し

か

し
、

の
ち

の
中

世

の
僧

の
眼

は
次

の
よ
う

な
景
観

を

も
捉

え

て

い
る

。

見

ヲ

ロ
セ

バ

コ
ズ

ヱ

ニ
タ

マ
ル
シ
ラ
雪

ヲ
花
宮

殿

カ
ト

ヲ

モ
ピ
ケ

ル
カ

ナ

　あ
　

(明
恵
上
人
歌
集

八
七
)

こ
の
明
恵
歌
は
、
先
の
素
性
歌
と
同
じ
眺
望
歌
の
系
譜
で
み
る
と
き
、
す

で
に
使

い
古
さ
れ
た

「見
渡
せ
ば
」
「眺
む
れ
ば
」
の
類
型
句
を
余
人
の
為

し
え
な

い
自
在
さ
で
転
倒
さ
せ
て
、
結
果
的
に
意
表
を
衝
く

「見
ヲ
ロ
セ

バ
」
と
い
う
視
線
を
提
示
し
て
い
る
。
見
下
ろ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
京
を

遠
く
離
れ
て
鎮
ま
る
栂
尾
の
山
中
の
景
観
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
視
ら

れ

て

い
る
の
は
、

す

で

に
現

実

に
あ

る
景
観

の
み
で

は
な

い
。

此

山
寺

ノ
ウ

シ

ロ
ニ

三
町
許

ヲ
去

テ
、

一
ノ
峰

ヲ
シ

メ
テ
楞

伽

山

ト

名

ク
。
ソ

ノ
上
下

二
二
宇

ノ
草

庵

ヲ
立

テ
、
上

ヲ

バ
花

宮
殿

ト
名

ケ
、

下

ヲ

バ
羅
婆
房

ト
名

ク
。

ソ
ノ
因
縁

ミ

ナ
楞
伽
経

二
出

タ

リ
。

云

々

の
長

文

の
詞
書

と
、

関
連

す

る
歌

々
と
を
併

せ
て
読

め
ば
、

当

の
景

観

は
む

し
ろ
観
念

の
パ

ノ
ラ

マ
で
あ

り
、
修

行

三
昧

の
時
空

の
中

で
幻

視

さ

れ
た

〈
視
像

〉
だ

と
言

う

べ
き
だ

ろ
う
。

し

か
も
詞

書

の
後

段

に
、

マ
タ
花

宮

殿

二
乗

ジ

テ
無

量

ノ
諸

天
大

衆

ト

ト

モ

ニ
伎

楽

歌

詠

ヲ

ト

・
ノ

ヘ
テ
、
山

頂

ニ
イ

タ
リ

テ
五
法

三
性

八
識

二
無
我

ノ
法

門

ヲ

ト

キ
タ

マ
フ
。
ソ
ノ

ヨ
ソ

ヲ
ヒ

マ
ナ

コ

ニ
ウ

カ
ビ

テ

ユ
カ

シ
ケ

レ
バ
、

コ
ノ
名

ヲ
ツ
ケ

タ
リ

と
も
記

さ

れ

て

い
る
通

り
、

「
見

ヲ

ロ
」
す
視
線

の
主

は
山

頂

に
あ

る
幻
視

さ
れ

た
釈
迦
如

来

で
あ

り
、
同

時

に

「
ソ

ノ
ヨ
ソ

ヲ
ヒ
」

を
想

い
浮

か

べ

る
明
恵
自

身

で
も

あ

っ
た
。

仮

り

に
右

の
二
首

を
も

っ
て
強

い
て
表

現
史

を
束

ね

る
と

す

れ
ば

、

山

々
谷

々
を
根

拠
地

と

す
る
僧

た

ち

の
視
座

は
、
平
安

か
ら
中
世

へ
と
豊

か
な
視
像

を
も

た
ら

し

つ
つ
続

い
て

い
た

こ
と

に
な

ろ
う
。

こ

の
系
譜

は

お
そ
ら

く
中

世

以
降

へ
も
続

い
て

い
た
は
ず

で
あ

る
。

ち
な

み

に
、
和

歌
表

現

の
例

か
ら

は
逸

れ
る
が

、
前
節

で
と
り

あ
げ

た

光
悦

と
同

じ
鷹

ケ
峯

に
源
光

庵

を
開

い
た
卍

山
道
白

に
、

次

の
よ

う
な
詩

句

を

見
出

し
う

る
。

縛

二
繭
鷹

峯

一蔵

二
一
身
O
洛
城
雖

レ
近

隔

二紅

塵
の

　レ

　

(鷹
峯
卍
山
和
尚
広
録
巻
二
九

・
序

「鷹
峯
源
光
菴
縁
起
序
」)

一
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探
レ勝
孤
峯
絶
頂
遊
。
人
天
交
接
両
悠
悠
。
遠
望
二鯨
海
一盃
当
レ眼
。

近
仰
二鵬
霄
二盆
覆
レ頭
。数
朶
白
雲
垂
二玉
柱
〇
一
丸
紅
日
輹
二金
毬
O洛

中
盍
盍
午
炊
気
。
只
見
香
煙
爐
上
浮
。

(同
巻
四
〇

冷
詩
偈
七
言
律

「登
二鷹
峯
絶
頂
こ
)

京
の
縁
辺
の
場
所
に
在
っ
て
実
地
に
京
の
景
観
を
眼
に
し
な
が
ら
も
、
そ

の
都
か
ら
隔
絶
し
た
自
己
の
立
脚
地
点
ー

し
か
し
そ
の
栖
も
も
と
よ
り

　ま

「幻
寓
」
の
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ー

を

一
つ
の
理
念
化

さ
れ

た
視
座

と

し

て
表

現

し

て

い
る

と
読
解

さ

れ
る

で
あ

ろ
う
。
宗

祖
道

元

の
生

き

た
中

世

の
時

空

を
己

の
時
空

に
重

ね
合

わ

せ
る

よ
う

に
生

さ
た

と
言
う

べ
き
、

こ

の
近

世
初

期

の
禅
僧

に
も

、
古
代

・
中

世

と
続

く
僧

た

ち

の
視
座

が
変

る

こ
と
な
く
保

持

さ

れ
て

い
る

こ
と
を
知

り

う

る
の

で
あ

る
。こ

の
よ
う

に
観
念

化

さ
れ

理
念
化

さ

れ
た
視

座

の
あ

り
か

た
は
、
僧

た

ち

が

み
ず

か
ら

の
栖

に
籠

っ
て
敢

え

て
巷

に
赴

か
な

い
こ
と
を

、
京

に
出

で
ず

、
出

京

せ
ず
、

な

ど

の
否

定
形

の
身
振

り

で
し
ば

し
ば

表

現
す

る
と

こ
ろ
に
も

よ
く

現

れ
て

い
よ
う

。
す

な
わ

ち
、

明
恵

の
場
合

で
言

え
ば

、

元
仁

元
年

ノ
秋

ノ

コ
ロ
ヨ
リ
山
寺

ニ
コ
モ
リ
ヰ

テ
、

ピ

サ
シ
ク
瀏

ニ
イ
デ

ズ
。

(
61

の
詞
書

)

　む
　

な
ど

の
言
表

が

そ
れ

で
あ

る
。

ま

こ
と

に
僧

た

ち
は
中

心

の
地
を

離

れ
て

在

る

マ
ー
ジ

ナ

ル
な
根

拠
地

に
最

も
自

覚
的

な
者

た

ち
で
あ

っ
た

。

し

か
し
な

が
ら

、
山

々
谷

々

に
在

る
僧

た

ち
は
常

に

〈
京

〉

へ
出

で
行

か
な

い
ま
ま

居

る
わ

け
で

は
な
く

、
時

あ
れ
ば

世
俗

の
方

へ
と

〈
山

〉
を

下
り

も
す

る
。

た
だ

し
そ

れ
も
、

(三
月

)
十

四
日

の
夕

に
、
僧

は
山
よ

り

お
り

て
、

ふ

も
と

に
あ

つ

ま
り
、

俗

は
月

に
乗

て
寺

に
ゆ
く

　ね
　

(三
宝
絵
詞

・
下
、
比
叡
坂
本
勧
学
会
)

の
よ
う
な
象
徴
的
な
儀
礼
の
中
の
下
山
で
は
な
く
ー

右
の
例
も

〈
山
〉

は
理
念
化

さ

れ
た
聖

域

で
あ

る

こ
と
を

よ
く
伝

え

て

い
る
が
ー

ー

僧

た
ち

の
日
常
性

の
中

で
は

(再

び
明

恵

の
家

集

の
例

で
言

え
ば

)
先
掲

の

「
洛

中

ニ
イ
デ

ズ
」

と

い
う
時

間

の
傍

ら

に
、
京

洛

に
赴

く

「京

上
」

(
2
・
10

の
詞

書
。

た
だ

し

10
は
石

清
水

八
幡

へ
行

き
、
改

め

て
京

へ
上

る
例

)

の

折

々
が
あ

り
、

ま
た

、

佐
渡

前
司

藤
原

親
康

、
高
雄

ノ
住

房

ニ
キ

タ

ル
ベ
キ

ヨ

シ
ヲ
申

二
、

ソ

ノ

コ

ロ
ヲ

ヒ
雨

シ
キ
リ

ニ
フ

レ
バ
、

ヨ

モ
ト
思

ヒ
テ

ニ
バ
カ

ニ

京

ヘ
イ
ヅ

ル
ヒ

マ

ニ
、
草
庵

ニ
キ
タ

リ

テ

[
日

凵

テ
ヲ
ケ

リ
。

イ

カ

ニ
マ
タ

ミ
ヤ

コ
ノ
空

ニ
イ
デ

ヌ
ラ
ム

タ

ノ
メ

シ

コ
ロ
ヲ
山

ノ

ハ
ノ

月

(
3
)

の
例

に
見
え

る
通

り
、
僧

た

ち

の
日
々

の
営

み
や
世

俗

の
人

々
と

の
交

渉

の
時

間

の
中

に
あ

っ
て
、
京

は
時

お
り
往

き
通
う

べ
き
場
所

で
も

あ

っ
た
。

〈山

〉

と

〈
京

〉

と
は
現
実

の
世
俗
的

な
紐

帯

に
よ

っ
て
結

び

つ
い
て
も

い
た

の
で
あ

る
。

そ
し

て
現
実

の
都
市

史

の
変
転

に

つ
れ

て
、
寺

々

の
あ

る
郊
外

の
圏
域

と
洛
中

の
世
界

と
が
ー
ー

先

掲

の
三
宝
絵

の
伝

え

る
山

と
俗

の
関
係

の
よ

う
に
i

象
徴
化
さ
れ
た
垂
直
軸
の
も
と
で
相
関
性
を
保
ち
な
が
ら
も
、

む
し
ろ
平
面
的
な
同

一
地
平
の
も
と
で
相
互
に
行
き
通
う
場
所
と
な
る
と

一
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き
ー
⊥

言
い
換
え
れ
ば
、
郊
外
の
寺
々
が
都
市
史
の
中
で
安
定
し
た
場
所

　れ
　

と
し

て
固
定

す

る

に

つ
れ

て
1

僧

た
ち

に
よ

る

「出

京
」

は
、

ご

く
あ

り
ふ
れ
た
日
常
的
な
行
為
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
而
し
て
私
た
ち
は
、

郊
外
の
処
々
方
々
の
地
点
か
ら
京
の
内

へ
と
赴
い
て
来
る
僧
た
ち
の
行
為

や
そ
の
姿
を
、
諸
種
の
資
料
の
記
載
の
中
か
ら
ー

〈僧
た
ち
の
出
京
〉

　お
　

の
用
例
群
と
し
て
ー

拾
う
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
先
記
の
用
語

で
言

え
ば
、

「
ヘ

ニ
系

」

の
出
京

の
う

ち
、

「
b
」

に
属

す

る
類

で
あ

る
。

つ
い
で
に
言

え
ば

、
用
例

群

の
中

に
は

、
僧

た
ち

の
根
拠

地
が

遠
隔

地

に
在

っ
て
、

京

へ
到

り
着

く
ま

で

に
相

当

の
時

日
を
要

す

る

「出

京
し

も

あ
る

。
そ

れ
ら

は

「
b
」

よ
り

む
し

ろ

「
B
」

に
含

め

る

べ
き

「
出
京

」

と
呼
ば

れ

る

べ
き
だ

ろ
う

。
ま

た
僧
侶

た

ち

に
限

ら
ず

、

た
と

え
ば
京

洛

か
ら

程
な

い
距
離

に
あ

る
北
野

の
祠
官

ら

が
洛
中

に
赴

く
行

為

も
、

し
ば

(23
)

し
ば

「
出
京

」

と
表

現

さ
れ

て

い
る

の
も

注
意

さ
れ

る
。

と

り
ま

と
め

て
言

え
ば

、
僧

を
始

め

と
す

る
宗

教
者

た

ち

に
と

っ
て
、

郊
外

か
ら

山

々
谷

々

に
続

く
彼

ら

の
根

拠

地

か
ら
京
洛

へ
と
赴

く
<
出
京

〉

は
、

い

つ
も
理
念

・
観
念

と
象
徴

的

な
意
味

を
帯

び

た
行
為

で
あ
り

、
同

時

に
ま

た
そ

れ
は
、

平
生

の
日
常

的

な
行

為

そ

の
も

の

で
も
あ

っ
た

。
聖

俗

の
身
振

り

の
共
在

す

る
営

み
と

し
て
、
仏

神

に

か
か
わ

る
者

た
ち

の
〈
出

京
〉

は
存
在

し

て

い
た

の

で
あ

る
。

以
上

の
よ
う
な

〈
出
京

〉

の
身
振

り

と
、

そ

こ

に
孕

ま

れ
て

い
る
視

座

に

つ

い
て

は
、

「出

京

」
を
め

ぐ

る
和

歌

表
現

に

つ
い
て
検
討

す

る
後
段

に
お

い
て
、
も

う

一
度
想
起

す

る

こ
と

に

し

よ
う
。

四

諸
系
譜
-

視
点
の
深
度

先

に
も
述

べ
た

よ
う

に
、
前

節

で
暼
見

し
た

〈
僧

た

ち
の
出
京

〉

も
ま

た

〈
出
京

〉

に
か

か
わ

る
諸
系
譜

の
中

の

一
つ
で
あ

る
。

こ
れ

以
外

に
も

す

で

に
王
朝
以

来

の
表
現
史

は
、
幾

つ
も

の
系
譜

の
も

と
で

〈
出

京
〉

に

ま

つ
わ

る
表
現

の
富

を
築

き
上
げ

て

い
た

。

そ

の
富

を
仔
細

に
点

検

す
る

の
で

は
な
く
、

こ
こ

で
は
、

そ
れ
ら

の
う

ち

の
二
一二
の
系
譜

と

そ

の
様

相

を

、

か

い

つ
ま
ん

で
確

か
め

る

に
止

め

て
お

き
た

い
。

ω
中

納
言

、

か
く
世

の

い
と
心

憂
く

お

ぼ
ゆ

る

つ
い
で

に
、
本
意

と
げ

む

と

お
ぼ

さ
る
れ

ど
、

三
条

の
宮

の
お

ぼ
さ

む
こ

と
に

は

ゴ
か
り
、

こ

の

君

の
御

事

の
心

ぐ
る

し
さ

と

に
思

ひ
み
だ

れ
て
、

か

の

の
た

ま

ひ
し
や

う

に
て
、
形

見

に
も
見

る

べ
か

り
け

る
も

の
を
、

し

た

の
心

は
、
身

を

分
け

た
ま

へ
り

と
も
、

移

ろ
ふ

べ
く
も

お

ぼ
え
ざ

り

し
を
、

か
う
物

思

は

せ
た

て
ま

つ
る
よ

り
は
、

た

ゴ
う

ち
語
ら

ひ
て
、

つ
き

せ
ぬ
慰

め

に

も
見

た

て
ま

つ
り

か
よ
は

ま
し

も

の
を

な

ど
お

ぼ
す
。

か
り

そ

め
に
京

に
も
出

で
た
ま

は
ず
。

か
き
絶

え
、

な
ぐ

さ
む
方

な
く

て
籠

り

お
は
す

る
を

、
世

の
人

も

お
ろ

か
な
ら
ず

思

ひ
た

ま

へ
る

こ
と
と
見
聞

き
て
、

内

よ
り

は
.じ
め

た

て
ま

つ
り

て
、

御

と
ぶ

ら

ひ
多

か

り
。

(「
総
角

」
)

宇

治

で
、
大

君

の
死
を

み
と

っ
た

あ
と

の
薫

は
、

み
ず

か
ら

の
出

家

を
思

い
な
が

ら
、

女
三

の
宮

の
心
中

を
慮

り
、

ま

た
遺

さ
れ

た
中

の
君

と
自

身

と

の
、

こ

の

の
ち
の

か
か
わ

り
を
思

い
や
る
。

そ

の
描
写

の
中

に
傍
線

部

の
よ
う

な
用
例

を

見
出

し
う

る
。
思

え
ば

作
中

に
設

定

さ
れ
た

〈
宇

治
〉

一
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と

い
う
場

所

は

(視
点

に

つ
い
て
言

え
ば
)
、
都

に
在

っ
て
か
し

こ

の
人

に

想

い
を
馳

せ
、

一
方

こ

こ
か
ら

か
し

こ

に
在

る
都

の
人

を
想

い
や
る
者

た

ち

の
、

相
互

の
視

線
が

交
錯

す

る
場
所

で
あ

る
。

幻
想

の
ま

と
わ

り

つ
く

視

線
が
到

り
着

く
先

で
あ
り

同
時

に
幻
想

の
生

ず

る
視
座

と

し

て
も

機
能

す

る
。

そ
れ

ゆ
え
京

を
出

て
宇

治

へ
赴

く

「出

京
」

も
、

逆

に
宇

治

か
ら

京

へ
赴

く

「出

京
」

も
、

お
の
ず

と
特
有

の
意

味
を

帯
び

た
身
振

り

と
な

る
。

ω

は
後
者

の
「出

京

」
、

た
だ
し

そ

の
身

振

り

は
否
定

の
意
志

と

し

て

示

さ
れ

て

い
る
。
愛

し

い
者
を
失

っ
た
者

が

(そ

の
引

き

受
け
方

は
様

々

で
あ
る
に
せ
よ
)
ひ
と
た
び
は
味
わ
う
喪
の
悲
哀
の
中
で
ー

形
の
上
で

は

「限

り

あ
れ
ば

、
御

そ

の
色

の
か

は
ら

ぬ
」

ま
ま
な

が
ら
ー
1
暫

く

は

宇

治

か
ら
出

よ
う

と
も

し

な

い
薫

の
姿

が
表

現

さ
れ

て

い
る

の
で
あ
る
。

先

に
見

た
僧

た

ち
の

「
出
京

せ
ず

」

と

い
う
身

振

り
は

、
信
仰

の
根

拠
地

に
留

ま

る
自

己
を
確

認

す

る
こ
と

で
あ

っ
た

が
、
薫

の
そ
れ

は
、
己

の
内

面

と
生

の
ゆ

く
え

を
見

つ
め

る

こ
と

の
証

し

で
あ

っ
た
。
〈京

〉
の
郊
外

の
、

現
実

に
見

る

こ
と

の
か

な
わ
な

い
さ
ら

に
奥

に
設

定

さ
れ

た

〈
宇

治

〉

の

空

間

は
、
ω

に
見

る
薫

が

そ
う

で
あ

る
よ

う

に
、

身

を
潜

め

て
魂

の
疵

を

癒

す

こ
と

の

で
き

る
場
所

で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ

の
よ
う
な

く
宇

治
V

を

視

座

に
も

つ
作
中

人
物

の
心

的

な
時
空

の
中

で
、

〈
京

〉
は
、
引

力

と
斥
力

の
せ

め
ぎ
合

う
世

界

と
し

て
対
象

化

さ
れ

る
こ

と
に
も

な

る
だ

ろ
う
。

②
京

に
か

へ
り

い
つ

る
に
、
わ
た
り

し
時

は
水
ば

か
り
見

え
し

田
ど

も

〉
、

み
な

か
り

は

て

〉
け

り
。

な
は

し
ろ

の
水

か
げ
許

見
え

し

田

の
か
り

は

つ
る

ま
で
な

が

ゐ
し

に
け

り

(『
更
級

日
記

』
)

②

は
、

上
総

か
ら
上

京
し

て
住

み
続

け
た
洛

中

の
住
居

、
し

か

し

「都

の

内

と
も
見

え

ぬ
所

の
さ
ま

」
の
邸

か
ら

、

「
四
月

つ
ご
も

り
が

た
、

さ

る

べ

き

ゆ
ゑ
あ

り

て
、
東
山

な

る
所

へ
う

つ
ろ
」

っ
た

の
ち
、
半
年

程
経

て
、

秋

の
頃
再
び

洛
中

へ
帰

っ
た

こ
と
を
叙

べ
た
条

り

で
あ

る
。
傍
線

部

の
「
京

に

か

へ
り

い
つ

る
」

は
、
京

へ
帰

る

べ
く
表

へ
出

て

み
る
と
、

の
意

と
も

取

れ

な
く

は
な

い
。
し

か
し

こ

の
場

合

の

「
か

へ
り

い
つ

る
」

は
同

じ
作

品

中

の
、

太

刀
は
き

て
、

し
り

に
立

ち
て
あ

ゆ

み
出

つ

る
を

い
と
黒

き
衣

の
う

へ
に
、
ゆ

〉
し
げ

な

る
も

の
を
着

て
、
車

の
と
も

に
、

泣
く
く

あ
ゆ
み
出
で
て
ゆ
く
を

な

ど

の
、
一
時

の
所
作

を
表

す
語

と

は
異

な

り
、
む

し

ろ

「
京

に

か

へ
る
」

帰
京

の
意

と
、

「京

に

い
つ

る
」
出

京

の
意

と

を
兼

ね
た
複

合
動

詞

な

の
で

　ぬ
　

は
な

か
ろ
う

か
。

そ
う
解

し

う

る
と
す

れ
ば
、

右
も

ま

た

「出

京
」

に

か

か
わ

る
用
例

に
加

え

る
こ
と

が

で
き
る
。

し

か
し
、

そ

れ

に
し

て
も

「
京

に
か

へ
り

い
つ
る
」

と

い
う

と
き
、
視

座

は
ど

こ

に
置

か
れ

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。
「
京

に
か

へ
り
」
と
言

わ

れ
る

の
だ

か
ら
、
帰

属

す
る
本

来

の
視

座

は
京

の
内

に
あ

る
は
ず

だ
が

、
先

の
言

い
回

し

に

「
京

に

い
つ

る
」

の

意
も

籠

っ
て

い
る

の
だ
と

す
れ
ば

、

「京

に
か

へ
り

い
つ

る
」
に

は
、
京

の

外

の

(仮

り

の
も

の
で
あ

っ
た

に
せ

よ
)

一
時

期

は
保
持

し

て

い
た
視
座

を
手
放

し

て
、
京

の
内

を
指

し

て
赴

く

と

い
う
意
識

(そ
し

て
視

線

)
も

含

ま

れ

て

い
た

で
あ

ろ
う
。

と
な

れ
ば
作

者
1

ー
生

身

の
主
体

、

そ
し

て

表
現
主
体
で
も
あ
ゐ
一

の
真
の
根
拠
地
は
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ち

な
み

に
、
作
者

は
先

掲
②

の
の
ち

「
十
月

つ
ご

も
り

が
た

に
、

あ

か
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ら

さ
ま

に
き

て
」
、
先

の
同

じ
地

の
冬

の
景
色

を

眺

め

て
も

い
る
。
さ

ら

に

翌
年

は

「
た
び

な

る
所

に
き

て
」
、
ま

た

「秋

の
こ

ろ
そ

こ
を
た

ち

て
、

ほ

か

へ
う

つ
ろ

ひ
て
」

の
ご

と
く

、
日

記

の
中

で
は
、
和

歌

を
飛

石
伝

い
に

配

し

な
が

ら
場

所

の
移

動

の
叙
述

が
続

い
て

い
る
。

そ

も
そ

も
作
者

は
、
京

か
ら
東

国

へ
下

り
、

「
十

三

に
な

る

と
し
」
京

へ

上

る
の

で
あ

る
が
、

そ

の
少

女
期

ば

か
り

で
な

く
、
帰

京
後

も
、

先
記

の

よ
う

に

「東

山

な

る
所

へ
う

つ
ろ
」

い
、
再

度
東

国

へ
下
向

し

た
父

の
帰

京

を
待

ち
、

「
西

山
な

る
所

に
」
家

族

と
も

ど
も

「
渡

り
」
、

さ

ら

に
ま
た

西

山

か
ら

「
京

に
う

つ
ろ

ふ
」

と

い
う
よ

う

に
、

作
者

の
視

座

は
常

に
定

ま
る

こ
と

な
く
移

動

し

て

い
た
。

言

わ
ば
視

座

の
不
安

に
曝
さ

れ

て

い
た

の

で
あ

る

が
、

そ
れ

は
本

日
記

に
独
特

の
視

点

の
あ

り
方

を
も

た
ら

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
。
②

の

「
京

に

か

へ
り

い
つ

る
」

に
も
、

そ

の
よ
う

な

移

動

す
る
視

座

の
不
安

や
寄

る

べ
な

さ
が

お

の
ず

と
影

を
落

と

し

て

い
た

か
も
知

れ

な

い
。

㈹

『
今
昔
物
語
集
』
の
記
す
都
市
の
情
景
の
中
に
、
私
た
ち
は
院
政
期

(25
)

に

お
け
る
現

実

の
都
市

空
間

の
混

沌

を
読

み
と

り
う

る
は
ず

で
あ

る
。

た

だ

し
今

注
目

し

た

い
の
は
、

当

の
現
実

空
間

と
人

の
実
態

を
復

元
的

に
読

み
取

る
だ

け
で

は
な
く

、

む
し

ろ
そ

れ
ら

の
様
を

、

一
つ
の
文
学
的

な

コ

ス

モ
ス

の
坩

堝

と
し

て
描

き
、
語

っ
て

い
る
主
体

の
視
点

の
あ
り
方

に

つ

い

て
で
あ

り
、
今

昔

の
中

の

「
京

二
出

ズ
」

に

は
お

の
ず

と
そ

れ
が
現

れ

て

い
る
と
思

わ

れ
る
。

今

昔

は
、

様

々

の
目

的
を

も

っ
て

〈
京
〉

を
出

、
そ

し

て
京

へ
と
赴

い

て

時

に
は
野
望

や

企

み
を
抱

い
て
i

ー
来

る
者

た

ち

の
姿

を
、

種

々

の
言

い
回
し

で
表

現
し

て

い
る
。

そ
れ

ら

の
中

か

ら
、

「京

二
出

ズ
」
と
訓

ぜ

ら

れ
る
例

の
幾

つ
か
を
拾

っ
て
、

そ

れ
ぞ

れ
、
巻

・
章

段
数

、

「出

京

」

す

る
主
体

、

「
出
京

」

の
起

点

(ど

こ

か
ら
京

へ
と
出

る
の

か
)
、
そ

の
際

の
表
現

、

の
順

に
列

記

し

て
み
よ
う

。

巻

一
二

・
三

八

円

久

ト
云

フ
僧

比

叡

ノ
山

ノ
西
塔

「京

洛

二
出
デ

・
経

ヲ
読

ム

ニ
、
其

ノ
思

工
高

ウ
成

テ
」

,
巻

一
五

・
=

仁

慶

ト
云

フ
僧

比

叡

ノ
山

ノ
西
塔

「本

山

ヲ
離

レ
テ
、

京

二
出

テ
住

ム
間

一こ

巻

二

八

・
三

六

義

清
阿

閣
梨

ト
云

ヒ

シ
僧

比

叡

ノ
山

ノ
无
動
寺

「京

二
出

ル
事

モ
无
ク

テ
、
年
経

ル

マ

・
ニ

ハ
、
房

ノ
外

ニ
ダ

ニ
不
出

ズ

シ
テ
」

巻

二
九

・
二
八

近
衛

ノ
中
将

(家
高

キ
君
達

ノ
年
若

ク

シ

テ
形

チ
有

様

美

麗

ナ

ル
)

阿

弥
陀

ノ
峯

ノ
北

ナ

ル
所

「
京

ナ

ド

へ
出

ル
事

ハ
否

不
有

ジ
」

(女

の
詞
)

巻

三
〇

・
三

・浄
蔵

大
徳

鞍

馬
山

「
其

ノ
夜

忍

テ
京

二
出

テ
、
彼

ノ
病
者

ノ
家

二
行

テ
」

巻

三

一
・
一
五

京

二
有

ケ

ル
若

キ
男

一
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北
山

ノ
辺

「
京

二
出

タ

マ
ヒ
タ

ラ

ン

ニ
、
努

く
、
此

ル
所

二
然

ル
者

ナ

ム
有

ツ

ル
ト
ナ
不
宣

ソ
」

(女

の
詞

)

「
京

二
出

ズ
」

と
言

わ
れ

る
と

き

の
動

作

の
主

は
、
右

六
例

中

の
四
例

は
僧

で
あ
り

、
そ

の
起
点

も

お

の
ず

と
叡

山
、

鞍
馬

山
な

ど

の
僧

た
ち

の

拠

っ
て
立

つ
山

々
で
あ

る
。

こ
れ

ら

に
は
ま

さ

に
僧

た

ち

の
出

京
が
記

さ

れ

て

い
る
。

し

か
し
そ

れ
を
語

る
際

の
視
座

は
僧

た
ち

の
側

の
そ
れ

で

は

な

く
、

ま
た
先

に
見

た
僧

た

ち

の
出

京

に
色

濃

く
現

れ

て

い
た

理
念

や
観

念

か
ら

は
離

れ

て
、

む

し
ろ
語

ら

れ
て

い
る

の
は
僧

た
ち

の
行
為

自
体

で

あ

る
と
言

う

べ
き
だ

ろ
う

。
ま

た
当

然
な

が
ら

場
面

の
展
開

に

つ
れ

て
登

場
人
物

の
女

の
詞

と
重

ね
合

わ

せ
、

一
体

と
な

っ
て

「
出
京

」

は
語

ら
れ

る
。
こ
れ

ら

の
諸

例

と
、
〈京

〉
に
出
入

り

す
る
夥

し

い
者

た

ち

の
群

像

を
、

京

二
上

(昇

)

ル
、
京

二
上
ボ

ス
、
京

二
上
グ

、
京

二
入

ル
、

京

二
行

ク
、
京

中

二
行

ク
、
京

二
御

ス
、
京

二
罷

ル
、
京

二
至

ル
、
京

二
返

(帰

)

　あ
　

ル
、

京

ヨ
リ
出

ズ
、

京

ヨ
リ
下

ル
、

京

二
下

ル

の
よ
う

な
多

様

な
言

い
回

し

で
捉

え

て

い
る
こ

と
を
考

え
合

わ

せ
る
と

、

今

昔

の
作

者

は
、

都
市

を

東
さ

に
舞

台

と
し

て
、
単

一
の
固
定

し

た
視
座

に
は
決

し

て
還
元

で

き
な

い
、
き

わ

め
て
入

り
組

ん
だ
諸

視
線

に
従

っ
て

語

り
を

繰
り
広

げ

て

い
る

こ
と
が
知

ら

れ

る
。

こ
う

し

て
ω

の
源

氏
物

語

は
、

テ
キ

ス
ト

の
網

の
目

の
中

に
、

「出

京
」

に
と
も

な
う
情

動

を
編

み
入

れ
、
②

の
更

級

日
記

で
は
、

書

き
手

で
あ

る

作
者

の
心

身

の
深
層

が
襞

と
な

っ
て
滲

み
出

る
と

い
う
形

で

「出

京

」

に

と
も
な
う
視
線
が
表
出
さ
れ
、
ま
た
㈹
の
今
昔
物
語
集
で
は
、
現
実
時
空

の
坩
堝
の
中
で
蠢
く
群
像
を
、
動
態
的
に
語
る
多
重
の
視
座
の
交
錯
が
見

ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
〈出
京
〉
の
表
現
は
…幾

つ
か
の
領
域
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
或
る
深
度
を
も
っ
た
視
点
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
朝
に

お
け
る
和
歌
表
現
史
の
傍
ら
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
視
点
史
の
水
準
が

達
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

縁
辺
視
座
と
そ
の
表
現
I
l
郊
外

へ
、
郊
外
か
ら

和
歌
表

現

に

お
け
る

〈
出
京

〉

の

(先

に
類
別

し

た
)

b

の
様

態

は
、

平
安

和
歌

史

に

お

い
て
は
後
出

の
様
態

で
あ

る
。
b

に
先
立

っ
て
早

く
よ

り

あ

っ
た

の
は
む

し
ろ

B

の
様
態

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
洛
中

の
拠

り
所

と

す

る
空
間

か
ら
郊
外

へ
、

内

か
ら
外

へ
と
赴

こ
う
と

す
る
行

為

や
指
向

、

そ

れ
を
通

し

て
得

ら

れ

る
郊
外

の

コ
ス

モ
ス

の
景

観

は
、

野
、

野
辺

、
里

、
山

里
、

山
、

山
辺
、

深
山

、
奥

山

等

々

の
空

間

と
そ
れ

ら
を

背
景

と
す

る
素
材

と

な

っ
て
、
す

で

に
古

今
集

以
来

、

一
筋

の
流

れ

を
な

し

て

い
た
。

そ

れ
ら

は

〈
京

〉

に
棲

む
都

人

士

た

ち

の
ま

な
ざ

し
と
視

線

に
よ

っ
て
見
出

さ
れ
累
積

さ
れ
た

モ
チ

ー

フ
群

で
あ

っ
た

。

オ
ギ

ュ
ス
タ

ン

・
ベ

ル
ク
が
明
快

な
命

題

を
も

っ
て
述

べ
て

、
い
る
よ
う

に
、

な
る

ほ
ど

「
日
本

で

は
都

市

文
明

の
最
高

度

の
形
態

が
自

(27
)

然
を
指
向
す
る
」
の
で
あ
ろ
う
。

和
歌
表
現
に
加
え
て
王
朝
漢
詩
文
の
表
現
も
こ
の
指
向
の
形
成
に
与
っ

て
い
た
。洛
外
の
所
々
の
寺
院
や
別
業
や
山
荘
を
創
作
行
為
の
場
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
場

へ
赴
い
て
行
く
途
上
や
、
当
の
場
の
景
観
そ
の
も
の
を
素
材

一
24一



と
し
て
、
視
野
の
開
拓
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
お
の
ず
と

「出
京
」
に
つ

い
て
も
視
線
の
富
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
譲
成
さ
れ
て
い
た
と
言

っ
て
よ

い
。
た
と
え
ば
、

出
紫
闥
而
東
望

山
岳
半
挿
雲
根
之
暗

躋
翠
嶺
領
而
西
顧

家
郷

悉
没
煙
樹
之
深

(和
漢
朗
詠
集

・
下

・
眺
望

尊
敬
)

の
場
合
、
「紫
闥
」
を
王
宮
の
門
、
都
城
あ
る
い
は
京
、
東
の

「山
岳
」
は

　　
　

東

山

、

「
翠
嶺

」
は
叡

山

と
解

す
れ
ば

、

『
倭
漢
朗

詠
集

抄
注

』

に
云

う
、

下
句

ハ
東

山

ニ
ノ
ホ
リ

テ
宮

コ
ヲ

カ

ヘ
リ
ミ

レ

ハ
、

ヤ
ト

ノ

コ
ス

エ

ワ

ツ
カ

ニ
ミ

ユ
ル
意
也

云

々
や
、

近
世

の
『
和
漢
朗

詠

国
字
抄

』

(高
井
蘭

山

、
享
和

三
年

刊

)
の
、

の
ぼ
り

に
し

み
や
こ

か
へ
り
み

け
ふ
り

こ

ま

い
へ

ゐ

ひ
が
し

東

山
に
登
、
西
に
都
を
顧
れ
バ
、
煙
の
ひ
ま
樹
の
間
に
家
居
わ
つ
か

に
見
ゆ
る

の
釈
も
納
得
さ
れ
よ
う
。
右
は

「出
京
」
の
道
々
、
振
返

っ
て
眺
め
ら
れ

た
景
観
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
京
華
を
出
、
花
洛
を
辞
し
て
郊

外
に
赴
く
と
い
う
趣
向
の
も
と
で
得
ら
れ
る
景
観
と
視
線
は

今
ヲ
系
」
の

出
京
〉
の
豊
か
な
表
現
群
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
漢
詩
文
の
流
れ
に
媒
介
さ
れ
て
、
ま
た
相
互
の
相
乗
作
用
に
よ

っ
て
、
郊
外
に
お
け
る
詩
歌
詠
作
の
場
と
そ
の
圏
域
が
ど
の
よ
う
に
形
作

　お
　

ら
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
ら
を
場
と
し
て
ど
の
よ
う
な
表
現
史
的
な
状
況
と

水
準
が
和
歌
史
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な

誌
的
記
述
と
史
的
叙
述
に
よ
っ
て
捉
え
る
か
、
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
は

平
安
和
歌
史
の
側
に
お
け
る
追
究
に
委
ね
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
平
安
末
期

に
至
る
和
歌
史
の
中
に
、
述
べ
た
よ
う
な
、
す
で
に
様
式
化
さ
れ
す
ら
し

て

い
た

〈
「
ヲ
系
」
の
出
京

〉
に
並
行

し

て
、

と
言

う

よ
り

む
し

ろ

「
ヲ
系
」

か
ら

〈
「
ヘ
ニ
系

」
の
出

京
〉

へ
と
転

位

さ
れ

る
と
も

目

さ
れ

る
様

態

が
次

第

に
せ
り
出

し

て
く

る
.こ
と

に
注
意

し

た

い
と
思
う

。
以
下

の
よ
う

な
「
出

京

」

の
諸

用
例

は

、
そ

の
よ

う
な
緩

や

か
な
変
容

の
様
を
伝

え

て

い
る

の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

ゐ
中

に
侍

け

る
ほ
ど

に
、
京

に
侍

け
る

お
や

な
く

な
り

に
け

れ
ば
、

急

ぎ

の
ぼ

り

て
、

山

里

に
て
、
故

郷
を

思

ひ
お

こ
せ

て
読

侍

け
る

ω

な

に
し

に
か

い
ま

は

い
そ

が
ん

み
や

こ

に
は
ま

つ
べ
き
ひ

と
も
な

く
な

り

に
け

り

(後

拾
遺

集

・
哀
傷

・
五
七

二

大

江
嘉

言
)

く
ら

ま
よ

り
出
侍

け

る
人

の
、
月

の

い
と
を

か

七
か
り

け

れ
ば

、

鞍
馬

の
山

も

か
く

こ
そ
は
、

な

ど
思
出

け

る
を
聞

て

@

す

み
な

る
る

み
や

こ
の
月

の
さ

や
け

き

に
な

に
か
く

ら
ま

の
山

は
こ

ひ

し
き

(後
拾
遺

集

・
雑

一

・
八
五

一

斎

院
中

将
)

か

よ

ひ
け
る
女

、
山

里

に
て

は
か
な

く
成

に
け

れ
ば

、

つ
れ
ぐ

と

こ
も
り

ゐ

て
侍

け

る
が

、
あ

か
ら

さ
ま

に
京

に
ま

か
り

て
、
曉

帰

る

に
、
鳥

な

き

ぬ
と
人

々

い
そ
が

し
侍

け
れ
ば

∩四
い

つ
の
ま

に
身

を
山

が

つ
に
な

し

は
て

〉
み
や

こ
を

た
び

と
お
も

ふ
な

る
ら
ん

(新

古
今

集

・
哀
傷

・
八

四
八

顕

輔

)

と

し

こ
ろ

の
人

か
く

れ

に
し

か
は
、

山
さ

と

に
わ
た

り
て

と
か
く

の
こ
と

は
す

る

に
、

す
ゑ

に
も

な
り

ぬ
れ

は
、

こ
と

さ
ら

に
京

に

一
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い
て
そ

め

て
あ

か
月

か

へ
る
に
、

と
り

な
き

は

へ
り
ぬ

な
と
人

の

い
そ
か

せ
は

　
マ

⇔

い

つ
の
ま

に
身

を
山

か

つ
に
な

し

は
て

〉
み
や

こ
を

た
び

と

お
も

ふ

な

マ
　か

ら

ん

　マ
マ
　

わ
さ

と

の
こ
と

〉
も

は

て

〉
、
み
な
人

裳

へ
い
て
ぬ

れ
と
、
わ

か

身

は
な

ほ
し

は
し

と
思

ひ

て
あ

る
に
、

し
く

れ

の
せ
し

ひ
、
中

将

の
う

へ
の
も

と
よ

り

㈱

た

れ
も

み
な

は
な

の

み
や

こ

へ
ち

り
は

て

〉
ひ
と

り
し

く
る

〉
秋

の
山

さ

と

(左
京

大
夫

顕
輔

卿
集

四
〇

・
四

一
)

上
西
院

の
女

房

、
法
勝

寺

へ
花
見

に
ま

か
る
と

き

〉
て
、
京

へ
い

　
マ
マ
　

て
た

る
け

る

つ
ひ

て
に
、

し
た

し
き
女

房

の
も

と

へ
遣

け

る

8
花

み
に
と

き
く

に

ご

〉
ろ

の
た

く
ふ

か
な

す
か

た
は

こ
け

に
や

つ
れ

は

つ
れ

と

(寂

然

法
師

集

(寂
然

m
)

雑

・
八

一
)

法
師

に
な
り
後

、
京

に
出

て
、

故
郷

月

と
云
事

を

よ
め

る

G↓

ふ

る
さ

と

の
宿

も

る
月

に

こ
と

〉
は
む
我

を
ば

見
ず

や
昔
住

き
と

(治
承

三
十

六
人

歌
合

・
歌
仙

落
書

・
新

古
今

集

(雑

上

・
一
五

四

九
)
)

こ
れ

ら

の
諸

用
例

の
伝

え

て

い
る

の
は
、
都

の
外

の
、

郊
外

に
あ

る
視

座
、

一
時

の
滞

留
地

、

そ
し

て
も

は
や

〈
京
〉

か
ら

は
切

り
離

さ

れ
て
あ

る
、

郊
外

の
根

拠
地

か
ら

、
〈
京

〉

へ
と
赴

い
て
ゆ

く
と

い
う

〈身

振

り
〉

で
あ

る
。

こ

の

〈
身
振

り

〉
が

一
個

人

の

一
回

き
り

の
行
為

で
は
な

く
、

見

ら
れ

る
よ
う

に
繰

返
し

用

い
ら
れ

る
身
振

り

と
な

り
、

や
が

て
表

現

上

の
装

い
、

仕
組

み
、
仕

掛

け
、

そ
し

て
装
置

と
も

な

る
様

を

、

こ
れ
ら

か

ら
窺

い
う

る
と
思

う
。

平
安
末

期

、

コ
ス
モ

ス
の
表

現

の

一
角

に
、

こ
の

装
い
が

一
つ
の
表
現
枠
-

担
い
手
た
ち
の
共
同
の
想
像
力
と
気
分
と
も

言

っ
て
よ
い
も
の
に
支
え
ら
れ
て
ー

と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。

か
く
し

て

く出

京

V

の
諸

用
例

は
、

〈
京

〉
〈
都

〉
を
外

か
ら
対
象

化

し

て
、
真

近

か

に
見

、
遠

く
眺

め
、

そ
し

て
遙

か

に
思

い
遣

る

〈
ま

な
ぎ

し

〉
と

〈
視
座

〉

の
も

と
で
、

テ

キ
ス

ト
の
中

の

コ
ス
モ
ス
を
形

作

っ
て

い
た
。

「
み
や

こ
」
の
語

を
詠

み
入
れ

た
夥

し

い
数

の
用

例
群

は
、

そ
う

し

た

〈
コ
ス

モ
ス
〉

の
形

成

と
定
着

の
様

を
具

体
的

に
伝

え

て

い
る
の
だ

と

思
わ

れ

る
。

さ

て
以
上

の
よ

う
な

コ
ス

モ
ス
表

現

の
枠

が
定
着

し

て

い
た

の
だ

と
す

・
れ
ば

、

そ

の
枠

の
中

で
、

個
性

や
個

人

の
様
式

は
ど

の
よ
う

に
展
開

さ
れ

た

の
か
を
、
私

た

ち
は
問

う

こ
と
が

で
き
る
だ

ろ
う

。

た
と

え
ば
西

行

の
用
例

の
う

ち
、

あ

る
人

さ

ま

か

へ
て
、
仁

和
寺

の

お
く

な

る

と

こ

ろ

に

す

む

と

き

〉
て
、
ま

か
り

た

つ
ね
け

れ
は
、

あ

か
ら

さ
ま

に
京

に
と
き

〉

て
か

へ
り

に
け
り
、

そ

の

〉
ち
人

つ
か

は
し

て
、

か
く
な

ん
ま

い

り

た
り

し
と
申

た

り
け

る
返
事

に

㈱

た

ち
よ

り
て

し
は

の
け

ふ
り

の
あ

は
れ
さ

を

い
か

〉
お
も

ひ
し
冬

の
山

さ

と
返

事

一
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ω

山
里

に
こ

〉
ろ
は

ふ
か
く

い
り

な

か
ら
し

は

の
け

ふ
り

の
た
ち

か

へ
り

に
し

こ
の
歌
も

そ

へ
ら

れ
た
り

け

る

図

お
し
か

ら

ぬ
身

を

す
て

や
ら

て
ふ

る
程

に
な

か
き
や

み

に
や
人

ま
よ

ひ

な

ん
返

し

㊥

よ
を

す

て

ぬ
心

の
う

ち

に
や

み

こ
め

て
ま

よ

は
ん

こ
と

は
君

ひ
と
り

か

は

(山
家
集

(西
行

1
)

七
三

六
～
七

三
九

)

高

野

の
お
く

の
院

の
は

し

の
う

へ
に
て
、

月
あ

か

〉
り

け
れ

は
、

も

ろ
と

も

に
な

か
め
あ

か
し

て
、

そ

の
こ
ろ
西

住
上

人
京

へ
い
て

に
け
り
、

そ

の
夜

の
月

わ
す

れ

か
た
く

て
、

又
お

な
し

は
し

の
月

の
こ

ろ
、

西
住

上

人

の
も
と

へ
い
ひ

つ
か
は

し
け

る

㈲

こ
と

〉
と
な

く
君

こ

ひ
わ
た

る
は

し

の
う

へ
に
あ

ら
そ

ふ
物

は
月

の
影

の
み

か

へ
し

西
住

㈱

お
も

ひ
や

る
こ

〉
ろ

は
み
え

て

は
し

の
上

に
あ
ら

そ

ひ
け
り

な
月

の
影

の
み

(同

一
一
五
七

・
=

五

八
)

高

野

に

こ
も

り

た
り

け
る
人

を
、

京
よ

り
、

な

に
こ

と
か
、

又

い

　は
カ
　

つ
か

い
つ

へ
き

と
申

た
る

よ
し

き

〉
て
、
其

人

に
か
た

り

て

㈲
山

水

の

い

つ
い

つ

へ
し
と

お
も

は
ね

は
心

ほ
そ
く

て
す

む

と
し
ら

す
や

(同

=

五

〇
)

㈱
ω

図
◎の

の

一
連

の
贈
答

に
は
、
遁

世
者

た

ち

に
と

っ
て

「
京

」
は
象

微

的
な
意

味

を
も

つ

コ
ス

モ
ス
で
あ

る

こ
と
が

基
盤

に
あ

る

で
あ
ろ

う
。
翻

っ
て
遁

世
者

た

ち

の
場

こ
そ
は

日
常

の
現
実

空
間

で
あ

り
、

か

つ
根

拠
地

で
も

あ

る
こ

と
を
、
㈱
仞

か
ら
読

み
取

り
う

る
。
そ

し

て
㈲

は
、
「
こ
も

り

た

り
け

る
人
」

と
し

て

の
西

行

た
ち

に
お

け
る
視
座

1

も

は
や
京

へ
と

出
京
し
て
く
る
彼
方
の
人
を
待
ち
迎
え
る
人
々
の
視
座
と
は
逆
の
ヴ
ェ
ク

ト

ル
を
も

つ
ー

が

深
く
共

有

さ
れ

て

い
た

こ
と
を
、

「
出
づ

」
と

い
う
語

の
担

う
深

い
意
味

(後
述
)
と
と

も

に
、

告
げ

て

い
る
。

以
上

の
よ

う
な

西

行
歌

に
お
け

る

〈
身
振

り
〉

は
西

行
的

と

よ
ぶ
他

な

い
テ

キ

ス
ト

の
時
空

を
、

私

た
ち

に
想

定

さ

せ
な

い
で
は

お

か
な

い
。

そ

し
て

ま
た

こ

の
身
振

り

は
、

の
ち

の
ち

「花

洛

に
出
侍

り

し
時
」

(
『撰

集
抄

』
巻

五

・
第

十

五

「西

行
於

書
同
野
ノ
奥

奩
蕩

人

ヲ
事
」
。

た
だ

し

「
い
で

か

へ
り

し
時
」

の
異

　　
　

文

あ
り
)
と

み
ず

か
ら

語

る
、
も

は
や
都

の
外

の
人

で
あ

る

「西

行
」
と
、

幾
度

も
重

ね
合

わ

せ
て
受
容

さ

れ

る
こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

私

た

ち
は

ま
た
、

西
行

の
み
で
な

く
、

テ

キ
ス
ト

の
中

に
独
自

の

コ
ス

モ
ス
を
作

り
上
げ

て

い
る
、
も

う

ひ
と
り

の
都

の
外

の
人
、

式
子

の
様
式

の
例

を
想

起

す
る

こ
と

も
で

き
る
。

あ

る

い
は
、

ヲ
ノ

ツ
カ

ラ
ミ
ヤ

コ
ニ
イ
テ

・
、
身

ノ
乞

勾

ト
ナ

レ

ル
事

ヲ

ハ
ツ
下

イ

ヘ
ト

モ

(
『方

丈

記
』
)

云

々

と
記

す

(も

し
く

は
語

る
)

日
野
山

の
庵

の
主

の
場
合

を
考

え
合

わ

せ
て
も

よ

い
。
さ

ら

に
ま
た
、

定
家

『明

月
記

』

の
用
例
群
-

洛
外

か

ら

「
出

京
」

し

て
く
る
僧

侶
ら

を
含

む
来

訪
者

た

ち
を
迎

え
、
自

身
洛

外

へ
「
出
京

」
し

、

と
り
わ

け
、

「出

京

」
し

て
滞
在

し

た
嵯
峨

か
ら
再

び

〈
京
〉
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へ
立

ち
戻

る
こ
と

を

「出

京

」
と

い
う

、
す

で

に
私

た

ち

に
は
親

し

い
視

座
の
も
と
で
用
い
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
例
な
ど
を
含
む
ー

を
片
側
に
置

き

な
が

ら
、
作

品
世

界

の
中

の

コ
ス

モ
ス

の
、
定

家

に

お
け

る
様

相

を
考

え

る
こ

と
も

で
き

る
だ

ろ
う
。

た
だ

し
そ

れ
ら

の
個

人

の
諸

様
式

に
関

す

る
論

は
、
中

世
和

歌

に

お
け
る

コ
ス
モ

ス
の
表

現

の
初

期

に
お
け

る
姿

を
、

小

止

み
な

い
用
例

史

の
動
態

に
即
し

て
分
析

す

る

こ
と
か
ら

全
く
離

れ

て

は
存
在

し
な

い
と
考
え

ら

れ
る
。

こ
の

の
ち

の
課

題

と
し
た

い
。

六

む
す
び

現

つ
の

〈
京

〉

に
都
市

史

の
中
世

に
お
け

る
現
実

と
状

況

が
あ

っ
た
よ

う

に
、
観
念

の
内

の
そ

し

て
表

現

さ
れ

た
も

の

の
時
空

に
も
、

お

の
ず

と

中
世
性

を

認

め
う

る

の
で
は
な

い
か
ー

1

小
論

に

お
け

る

一
つ
の
見
通

レ

は

そ
れ

で
あ

っ
た
。

「
出
京

」
の
語

を

手
掛

り
と

し

て
右

の
見

通

し
を
種

々

の
観
点

か
ら
検
討

し

て

み
た

の
で
あ

る
。
述

べ
て
き

た
よ

う

に

〈
出
京

〉

は
ま

こ
と

に
示
唆

的

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
が
、

そ

の
示
唆
性

を

支
え

て

い
る
理

由

の

一
つ
は
、

「
出
京

」
と

い
う
行

為

を
叙
述

す

る
表

現

の
中

に
、

こ

の
行
為

に
従

う
者

の
意

志

の
深

さ
と

と
も

に
、

そ

の
拠

っ
て

立

つ
視
座

と
空

間
意

識

と
が
顕

わ

に
な

っ
て

い
る
点

で
あ

る
。

も
う

一
つ

の
理

由

は
、

お
そ

ら
く

は

〈
出

づ
〉

と

い
う
語

の
も

つ
象
徴

的

な
、

あ

る

い
は
比
喩

と
し

て

の
意

味

の
深

さ

に
あ

る
の

で
は
な

い
か
。

中
世

に
お
け

る

「出

づ
」

は

一
面

で
、
俗

塵

を
振

り
出

て
聖

な
る
領

野

と
見
定

め

た
世

界

へ
逸
散
に
進
み
入
る
と
い
う
行
為
を
意
味
し
て
い
る
が
ー

〈走
る
〉

と
い
う
語
の
含
み
も
っ
て
い
る
王
朝
と
中
世
に
お
け
る
深
層
を
稲
田
利
徳

　れ
　

が
明

ら

か
に
し

て

い
る

の
を
想

起

し
た

い
ー

「出

づ
」

と

い
う

一
語

の

動

詞

が
担

っ
て

い
る
、

そ

の
よ
う

な
単

な
る
空

間
的

な
移

動

の
意

を
超

え

た
意
味

の
深

さ

は
、
先

に
挙
げ

た
諸

用
例

の
幾

つ
か

に
も

お

の
ず

と
滲

み

出

て

い
る

と
思

わ

れ
る
。

右

に
述

べ
た

二

つ
の
理

由

は
、
結
び

合

い
な

が
ら

、
〈
出
京

〉
に
籠

め
ら

れ

て

い
る

〈
京

〉

と

〈
京

〉

の
縁

辺
部

の

コ
ス

モ
ス
ー

こ
と

に
詩

的

な

コ
ス

モ
ス
ー

と

の
相

関
性

を
考

え

る
た

め

の
、

一
条

の
ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
を

私
た

ち

に
も
た

ら
し

て
く

れ
る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

た

だ
し
論

を

む
す

ぶ
に
あ

た

っ
て
、
屡

々
用

い
て
き

た

〈
コ
ス
モ

ス
〉

と

い
う
概

念

の
、

こ

こ
で

の
用

語
法

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
簡

単

に
整

理

し
て

お
ぎ
た

い
。

②

現
実

の

コ
ス

モ
ス

㈲

認
識

の
中

の

コ
ス

モ
ス

ω

語

り

の
中

の

コ
ス
モ

ス

④

テ

キ

ス
ト

の
中

の

コ
ス
モ

ス

た

と
え
ば

「
出
京

」

と

い
う

と

き
、
実

際

に
存

在

し

て

い
る
の
は

②

の
現

実

の
時

空

で
あ

る
。
㈲

は
、

㈲
㈲

④

の
書

き
手

の
想

像
力

に
よ

っ
て
築

き

上

げ
ら

れ

た
時

空

と
区
別

さ

れ

る
。
そ

こ

で
、

㈲

と
次
元

を
異

に
す

る
㈲

㈲
④
を

、
㈲

の

「
現
実

の

コ
ス

モ
ス
」

に
対

し
て

〈詩

的

コ
ス

モ
ス
〉
と

呼

ぶ

こ
と

に
し
よ

う
。
詩

的

コ
ス
モ

ス
は
、
書

き
手

の
、
認

識

か
ら
表

現

へ
至

る
プ

ロ
セ

ス
を

通
し

て
、

こ

と
ば

と

し

て
作

品
化

さ

れ

て
ゆ
く
プ

ロ

セ
ス

に
他

な
ら

な

い
。
し

か
も

こ

の
⑥
ω

④

の
プ

ロ
セ

ス
は
常

に
㈲

に
根

「
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差

し
、

か

つ
④

に
立

ち
戻

っ
て
像

を
作

り

上
げ

て

ゆ
く
。

し
た

が

っ
て
②

と
、

ω
ω

④

の
詩
的

コ
ス

モ
ス
は
、

そ
し

て
㈲

ω
ω

④
は

い
つ
も
相
互

滲

透

し
合

う

、
可

逆
的

で
す

ら
あ

る
プ

ロ
セ

ス
と

し

て
想

定

さ
れ

る
。

さ
ら

に
㈲

㈲
ω

⑥

は
、
第

五

の
項
、

㈲

読

み
手

の
認
識

の
中

の

コ
ス
モ

ス

に
よ

っ
て
参

照

、
追
対

験

さ

れ
、
ま

た
増
幅

さ

れ
、

と
き

に
は
歪

曲

さ
れ

な
が

ら
受
容

さ
れ

る
だ

ろ
う
。

〈
コ
ス

モ
ス
〉
に
か

か
わ
る
表

現
史

は
、

以

上

の
よ
う

な
諸

次
元

と
諸

過
程

と
が
寄

り
集

う

と

こ
ろ

に
存

在

し

て

い
る

の
だ

と
考

え
ら

れ

る
。

さ
て
小
論

で
は
、

仮
り

に
右

の
よ

う

に
図

式
化

し

う
る
見

取
図

を
も

っ

て
、
中

世

和
歌

に

お
け

る
詩

的

コ
ス

モ
ス
の
形
成

史

の

一
側

面

を
〈
出
京

〉

に
ま

つ
わ

る
表

現

に
着

目

す

る
こ
と

を
通

し

て
検

討

し
よ

う
と

し
た
。

た

だ

し
、
中

世
文

学

に
お

け
る

〈
詩

的

コ
ス

モ
ス
〉

は
、

和
歌

の
領

域

に
限

っ
て
見

て
も
、

こ

こ
で
眺

め

た

〈
京

〉

の

コ
ス

モ
ス
ば

か
り

で
は
も

と
よ

り

な
く
、

〈
京

〉
か

ら
、
水

平
的

に
、

ま
た

垂
直
的

に
遙

か
彼

方

に
あ

る
他

界
や
異
界
i

想
像
力
と
こ
と
ば
に
よ
る
ほ
か
往
く
手
立
て
は
な
い
と
こ

ろ
の
コ
ス
モ
ス
ー

へ
も
至
る
広
が
り
と
深
さ
を
湛
え
て

(現
に
作
品
化

さ

れ
た
個

々

の
表
現

と
し

て
)
存

在

し

て

い
る
。

そ

の
広
が

り

と
深
さ

を
、

一
筋

ご

と
に
辿

っ
て
み

る

の
は
興
味

深

い
課

題

だ

と
言

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
が
、
こ

こ
で
は

そ

の

一
断
面
l

i

表
現

史
的

状
況

の

一
断
面
1

を
、

〈出
京
〉
の
語
を
通
路
と
し
て
、
ま
た
分
析
の
た
め
の
概
念
の
用
語
法
に

関
す
る
私
見
を
も
確
か
め
な
が
ら
眺
め
、
考
え
て
み
た
。

〈註

〉(1
)

時
間
と
空
間
は
常

に
「時
空
的
」
に
存
在
し
て

い
る
は
ず

で
あ
る
。
現
実

の
都
市

の
イ

メ
ー
ジ
や
、
文
学

に
お
け
る
都
市

の

コ
ス
モ
ス
の
あ
り
方

も
同

じ
で
あ
ろ
う
。

「私
た
ち
は
、
時
間

-場
所
の
中

に
生
活
し
て

い
る
」。
「環
境

の
イ
メ
ー
ジ
を
空
間

と
時
間

の
両

面
か
ら
ー

つ
ま
り
、
時

間
-場
所

と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

(ケ
ヴ

ィ
ン
・リ

ン
チ

『時
間

の
中

の
都
市
』

(
一
九
七
四

鹿
島
出
版
会
)躅
・

錨
頁
)。

(2
)

境
、
こ
と

に
都
市
と
境

の
連
関

に
つ
い
て
の
論

は
少
く
な

い
。
以
下
の
所
論

と
接

点
を
も

つ
の
は
ジ

ョ
ー
ゼ

フ

・
リ
ク
ワ
ー
ト

『〈ま
ち
〉

の
イ
デ
ア
』
前
川
道
郎

・

小
野
育
雄
訳

(
一
九
九

一

み
す
ず
書
房
)
、
保
坂
陽

一
郎

『境
界
の
か
た
ち
ー

そ

の
建
築
的
構
造
』
(
一
九
八
四

講
談
社
)、
都
市
デ
ザ
イ

ン
研
究
体
著
、
彰
国
社

・
編

『日
本

の
都
市
空
間
』

(
一
九
六
八

彰
国
社
)、
五
味
文
彦
編

『中
世

を
考
え
る

都
市
の
中

世
』
(
一
九
九
二

吉
川
弘
文
館
)、
赤

坂
憲
雄

『方
法

と
し
て
の
境
界
』

叢
書

・
史
層
を
掘

る
ー

(
一
九
九

一

新
曜
社
)
な
ど
。

(3
)

増
田
孝

『光
悦

の
手
紙
』

(
一
九
七
七

河
出
書
房
新
社
)
図
版
51
。

(4
)

『光
悦

と
寛
永
文
化
』

(
一
九
八
六

承
天
閣
美
術
館
)
図
版

56
。

(
5
)

『セ
ン
チ

ュ
リ
ー
ミ

ュ
ー
ジ

ア
ム
名
品
展
』
図
録

(
一
九
九

一

セ
ン
チ

ュ
リ
ー

文
化
財
図
)
所
収
。

(6
)

林
屋
辰
三
郎
他
編

『光
悦
』

(
一
九
六
四

第

一
法
規
出
版
)
光
悦
消
息
目
録
珊
。

(
7
)

(6
)目
録
捌
。

(8
)

寛
永
七
年

(
一
六
三
〇
)
作

。
「在
四洛
外
二而
人
不
レ遠
ヵ
一.、
非
訊市
中

'[而
徑
有

四

媒
、
不
諺
テ江
湖
ナ一り而
有
の
涓
流
ハ此
.
乃
鷹
峯
.
之
境
致
ナリ
也
」。
『羅
山
先
生
文
集
』巻

十
七

・
記
三
所
収
。
寛
文
三
年

(
一
六
六
二
)
刊
本
に
よ
る
。

(9
)

巻
下
冒
頭
条
参
照
。
天
和

二
年

(
一
六
八
二
)
刊
。
森
銑

三

・野
間
光
辰

・朝
倉

治
彦
監
修

『新
燕
石
十
種
』
巻
三

(
一
九
八

一

中
央
公
論
社
)
所
収
。

(10
)

正
木
篤
三

『本
阿
弥
行
状
記
と
光
悦
』

(
一
九
四
五

大
雅
堂
、

一
九
四
八

芸

艸
堂
出
版
部
、

一
九
六
五

中
央

公
論
美
術
出
版
)
所
収
参

照
。

(11
)

作
家
た
ち
は
、
光
悦
に
、
「と
は

い
え
、
鷹

ケ
峯

か
ら
な
が
め
た
風
景

は
素
晴
ら

し

か

っ
た
」
「ま
さ
に

「近
代

の
朝
明
け
」
を
告
げ

る
さ
わ
や
か
な
風
景

に
ほ
か
な

ら
な

か

っ
た
」

(花
田
清
輝

「本
阿
弥
系
図
」
『日
本

の
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
人
』

(
一
九

七

四
)
花

田
清
輝
全
集
15

(
一
九
七

八

講
談
社
))
と
語
ら
せ
、
ま
た
、
某
月
、
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光
悦

の
見
た
風
景
と
と
も

に
そ

の
心
情

を
次

の
よ
う

に
語
ら
せ
て
も

い
る
。

私
が
本
阿
弥
辻

子
の
本
邸

か
ら
母

の
葬
儀

を
終
え

て
鷹
ケ
峰

の
家

に
戻

っ
た
の

は
そ

の
年
の
秋

お
そ
く

で
あ

っ
た
。
す

で
に
野
は
枯

れ
、
雲

の
垂
れ
た
遠

い
京

の

町

へ
風
が
吹
き
渡

っ
て
い
た
。
私
は
道
を
ゆ
き

つ
く
し
、
町
を
遠
望
す
る
丘
の
外

れ
に
立

っ
た
。

そ
の
と
き
私
は
は
じ
め
て
深

い
悲
哀

の
念

が
胸
を

つ
き
あ
げ

て

く
る
の
を
感

じ
た
。

辻
邦
生

『嵯
峨
野
明
月
記
』

(
一
九
七

一
)
辻
邦
生
作
品

全
六
巻

5

(
一
九
七
三

河
出
書
房
新
社
)
。

(12
)

「視
点
」
の
概
念
を
よ
り
細
か
く
問
う

べ
き
だ
と
思
う
。
川
平

「軒

に
夢

み
る
ー

中

世
和
歌

に
お
け
る

〈視
点
〉
ー

」

(『國
學
院
雑
誌
』
92
-
1

一
九
九

一
・
こ

で
こ
の
点

に

つ
き
仮
り

に
整

理
し
て
み
た
。

(13
)

む
ろ
ん

一
方

に

〈京
〉
な
ど
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
僧

の
営

み
の

〈内

〉
へ
と
向

か
う
視
点
が
存
在
す
る
。

(14
)

ケ
ヴ

ィ
ン
・
リ
ン
チ

『都
市
の
イ
メ
ー
ジ
』
丹
下
健
三

・富

田
玲
子
訳

(
一
九
六

八

岩
波
書
店
)
に
、
都
市

を
デ
ザ

イ
ン
す
る
側
の
関
心
事

の
う
ち
、
「視
界
」
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
諸
項
を
参
照
。

(15
)

石
川
常
彦

『新
古
今
的
世
界
』

(
一
九

八
六

和
泉
書
院

)
第

一
部

・
二
、
三
参

照
。

(16
)

『中
世
和
歌
集

鎌
倉
篇
』
新
日
本
古
曲
ハ文
学
大
系

46

(
一
九
九

一

岩
波
書
店
)

所
収

に
よ
る
。

(17
)

曹
洞
宗
全
書

・語
録

二

(
一
九
三

一

曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
)。
以
下

の
同
書

の

引
用
も
同
じ
。

(18
)

正
徳
三
年

(
一
七

一
三
)
「総
泉
寺
略
縁
起
記
」
の
奥
書

に
、

正
徳
癸
巳
孟
冬
晦

B

幻
二寓
鷹
峰
復
古
堂
中

一

七
十
八
翁
卍
山
白
呵
二凍
筆

一

塗
抹
焉
」

(続
曹
洞
宗
全
書

10

寺
誌

・
史
伝

一
九
七
六

同
全
書
刊
行
会

)

と
あ
る
。
な
お
正
徳
五
年
、
衆
に
説
き
示
し
た
偈

の
う
ち
に

「老
衲
謾
言
年
八
十
。

元
来
幻
住
幻
生
涯
」

(広
録
巻
四
十
九

「鷹
峯
和
尚
年
譜

」)
と
あ
り
、
同
年
示
寂

の

前
日

(八
月
十
八
日
)
の

一
偈

に

「超
師
超
仏
。
満
八
十
年
。
秋
風
捲
レ地
。
孤
月

遊
レ天
。
無
幻
幻
兮
無
病
病
。
全
身
入
塔
石
中
蓮
」
(広
録
巻

八
「山
城
州
鷹
峯
源
光

菴
語
」
に

「臨

レ滅
辞

レ衆
」
と
し
て
載

る
。
右
掲

の

「年
譜
」
等

に
も
)。
と
あ
る
。

(19
)

右

で
引

い
た
卍
山
道
白

に
も
、
本
人
自
身
の
言

で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う

な
姿
勢
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「居
亡

レ何
竟

退
潜

二源
光
精
廬

ハ影
不
レ出

レ山
以
レ寿

終
焉
」

(享
保
十
二
年

(
一
七

二
七
)
の
碑
陰
文
。
鷹
峯
卍
山
和
尚
広
録
巻

二
九

・

塔
銘
所
収
)。

(20
)

大
日
本
仏

教
全
書

・
伝
記
叢
書
に
よ
る
。

(21
)

洛
中

の
寺

々
の
歴
史
と
呼
応
し
て

い
た

で
あ
ろ
う
。
伊
藤
毅

「中

世
都
市
と
寺

院
」
高
橋
康
夫

・吉
田
伸
之
編

『日
本
都
市
史
入
門
-

空
間
』

(
一
九

八
九

東

京
大
学
出
版
会
)
所
収
参
照
。

(22
)

た
と
え
ば

「慈
尊
院
当
年
初
而
出
京
也

」
(『公
頼
公
記
』大
永
七
年
七
月
五
日
条
。

和
田
英
道

「内
閣
文
庫
本

『公
頼

公
記
』
翻
刻

(大
永

七
年

)」

(『立
教
大
学
日
本

文
学
』
68

一
九
九
二
・七
)
に
紹
介
)
の
場
は
、
紀
伊
国
の

「女
人
高

野
」
の
慈

尊
院
か
ら
の
「出
京
」
を
云
う

か
。
あ
る
い
は
勧
修
寺
院
の
慈
尊
院
流
、
も
し
く
は

仁
和
寺
慈
尊
院
隆
遍

の
流
れ
の
慈
尊
院
流
の
寺
院

を
指
し

て
云
う

の
か
。
『実
隆
公

記
』
の
裏

文
書
中

に
も
、
郊
外
の
僧
た
ち

の

「出
京
」
を
伝
え
る
例
を
多
く
拾

い
う

る
。

(23
)

棚
町
知
弥

、「松
梅
院
禅
予
日
記
抄
-

北
野
社
古
記
録

(文
学

・芸
能

記
事
)
抄

㈲
ー

」

(『有
明
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
8

一
九
七

一
・
一
二
)
に
紹
介

さ

れ
る
同
日
記

の

一
部
に
、
「寿
官
来
、
酒
在
之
、
即
同
道

而
出
京
也
」
(延
徳

元
年
十

一
月

二
十
八
日
条

)
「今
日
、
出
京
、
於
宗
祗
門
前

、
波
兵
仁
対
談
也
」
(明
応

二
年

三
月

二
十
七
日
条

)
「今

日
出
京
、
於
梅
竜
軒
、
三
条
西
殿
致
参
会
、
御

酒
在
之
」

な
ど
と
あ
る
諸
例

。

(24
)

「京
に
か

へ
り
い
つ
る
」
折

に
見
た
の
は
、
引
用
し
た
よ
う
に

「
田
」
の
景
色

で

あ

る
が
、
そ
れ
は

「山
里
」
と
も
記
さ
れ
て

い
る
住
居

の
表

に

「
い
つ
る
」
す
ぐ

の

と
こ
ろ

に
広
が

っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「四
月
」
の
条
り

に
す
で
に
言

わ
れ
て
い

た
よ
う

に
、
「
み
ち
の
ほ
ど
」
す
な
わ
ち
京
と
東
山

の
間

の
、
途
上
の
景
観

で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

(25
)

黒
田
紘

一
郎

「『今
昔
物
語
』
に
あ
ら
わ
れ
た
都
市
」

(『日
本
史
研
究
』

一
六

二

一
九
七
七

・
二
)
参
照
。

(26
)

「京

二
下

ル
」
は
山

(叡
山
)

か
ら
京
洛

へ
出

る
こ
と
を
云
う
例
。
巻

=
二
・三

〇
、
巻

一
七

.四
四
、
巻
三

一
・
二
一二
な
ど
。

こ
れ
ら

の
下
山
の
行
為
、

そ
の
語
り

に
象
徴
性
や
理
念
性
は
希
薄
で
あ

り
、

ほ
と
ん
ど
垂
直
的

な
移
動

の
行

為
を
云
う

丶

一
30

「



意

に
近

い
。

(27
)

オ
ギ

ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク

『日
本

の
風
景

・西
欧
の
景
観

そ
し
て
造
景

の
時
代
』

講
談
社

現
代
新
書

(
一
九
九
〇

講
談
社
)
。

(28
)
.
永
青
文
庫
蔵
本
。
『細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
』

13

(
一
九
八
四

汲
古
書
院
)。

(29
)

直
接

に
は
実
体
的
な
空
間
と
し
て
の
場
、
そ
し
て
詠
作
行
為

の
と
り
行
な
わ
れ

る
私
的

な
あ

る
い
は
共
同
の
場
の
意
。

そ
の
「場
」
は
同
時

に
、
詩

や
古
歌
と
重
ね

合

わ
せ
ら
れ
て
、
テ
キ

ス
ト
の
中

の
場

と
も
な
る
だ
ろ
う
。

(30
)

岩
波
文
庫
本

(
一
九
七
〇

岩
波
書
店
)。
安
田
孝
子
他

『撰
集
抄
ー

校
本
篇

1

』

(
一
九
七
九

笠
間
書
院
)
に
よ
れ
ぼ

「華
洛
に

い
て

〉
か

へ
り
し
時

」
「花

洛
に
い
で
〉
侍
り
し
時
」
「花
洛
に
出
侍
り
し
時
」
「花
洛
に
出
て
帰
り
し
時
」
「花

ラ
ク

落

に
い
で
〉
か

へ
り
し
時
」

な
ど
も
。

(31
)

稲
田
利
徳

「人
が
走
る
と
き
ー

王
朝
文
学
と
中
世
文
学
の

一
面
ー

」
(『文

学

・語
学
』

挧

一
九
八
九

・八
)
参
照
。
あ
る

い
は
ま
た
山
に

〈入

る
〉
と

い
う

ヴ

ェ
ク
ト
ル
の
含
む
深

い
意
味
も
考
え
合
わ
せ
た
い
。

一
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