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序
「
局
」
に
お
け
る
「
座
」
の
標
識

 
中
古
の
文
学
は
、
①
「
後
宮
・
斎
院
・
斎
宮
を
、
サ
ロ
ン
的
な
環
境
と
し
て

発
生
し
成
長
し
た
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
 
「
局
」
を
中
心
と
す
る
女
房
生

活
の
場
が
、
は
た
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ロ
ン
的
な
環
境
」
と
い
う
概
念
で
の

み
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
局
」
と
し
て
、
後
宮
の
殿
舎
に
は
、
先
ず
清

涼
殿
の
内
に
は
、
藤
壺
の
上
の
御
局
、
弘
徽
殿
の
上
の
御
局
が
あ
る
し
、
ま
た

温
明
殿
・
後
涼
殿
な
ど
、
十
二
殿
舎
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
後
宮
の
女
房
に
は
、
名
家
の
才
媛
が
侍
っ
て
い
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

 
清
少
納
言
が
、
「
宮
に
始
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
、
も
の
の
は
っ
か
し
き
こ
と
、

数
知
ら
ず
。
」
『
枕
草
子
』
（
岩
波
本
第
一
八
一
段
）
と
、
書
い
て
い
る
の
は
、

才
媛
の
群
が
る
宮
廷
の
雰
囲
気
に
気
圧
さ
れ
た
、
と
ま
ど
い
で
も
あ
ろ
う
。
 
「

も
の
の
は
っ
か
し
き
事
」
の
「
も
の
」
が
、
 
「
サ
ロ
ン
的
な
環
境
」
を
構
成
す

る
主
要
な
要
素
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
、
如
何
な
る
点
で
、
西
欧
的
な
、

い
わ
ゆ
る
「
サ
ロ
ン
的
な
環
境
」
と
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
 
「
も
の
」
に
日
本
的
な
意
義
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。

 
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
博
士
の
『
日
本
の
文
学
』
（
吉
田
健
一
訳
）
に
は
、
『

古
今
和
歌
集
』
序
に
お
け
る
紀
貫
之
の
歌
論
を
評
し
て
、
さ
て
、
 
「
詩
が
恋
愛

の
媒
介
を
す
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
国
語
で
恋

愛
詩
が
書
か
れ
」
る
場
合
に
、
 
「
欧
米
の
読
者
に
は
、
も
う
少
し
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
説
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
源
氏

物
語
』
の
よ
う
な
日
本
中
古
の
「
宮
廷
生
活
を
扱
っ
た
日
本
の
小
説
」
を
読
ん
で

み
て
、
 
「
始
め
て
、
詩
と
い
う
も
の
」
が
、
 
「
そ
う
い
う
場
合
に
役
立
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
」
を
知
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
キ
ー
ン
博
士
の
指
摘
す
る
如
く
、

『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
に
拠
っ
て
し
か
理
解
し
得
な
い
、
も
し
く
ば
、
『

源
氏
」
を
読
む
こ
と
に
拠
っ
て
の
み
理
解
し
得
る
、
「
恋
愛
詩
」
の
日
本
的
性

格
が
、
読
み
取
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
池
田
亀
鑑
博
士
の
指
摘
す
る
、
「
サ
ロ
ン

的
な
環
境
」
の
意
義
に
就
い
て
、
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
「
局

」
を
中
心
と
す
る
女
房
生
活
の
在
り
方
が
、
中
古
の
文
芸
作
品
の
成
立
に
、
ど
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の
よ
う
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

》
つ
。

 
中
宮
（
彰
子
）
が
、
若
宮
（
第
二
皇
子
醸
成
）
出
産
（
寛
弘
五
年
！
（
一
〇

〇
八
）
一
九
月
十
一
日
）
の
後
、
土
御
門
邸
か
ら
参
内
し
た
（
同
十
二
月
二
十

九
日
）
時
の
事
を
、
紫
式
部
は
、
「
し
は
す
の
二
十
九
日
に
ま
み
る
」
と
記
し
、

彼
女
自
身
の
新
参
の
思
い
出
に
関
し
て
、
回
想
す
る
。

 
 
は
じ
め
て
参
り
し
も
、
恒
等
の
こ
と
そ
か
し
。
い
み
じ
く
夢
路
に
惑
は
れ

 
し
か
な
と
思
ひ
出
つ
れ
ば
、
こ
よ
な
く
立
ち
馴
れ
に
け
る
も
、
疎
ま
し
の
身

 
 
む
 
 
む

 
の
ほ
ど
や
と
お
ぼ
ゆ
。
 
（
『
紫
式
部
日
記
』
）

 
と
追
録
し
て
い
る
。
紫
式
部
の
宮
仕
え
に
出
た
時
期
に
就
い
て
は
、
諸
説
が

あ
る
。
仮
に
、
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
を
、
初
出
仕
の
年
と
見
て
も
、
 
「
は

じ
め
て
参
り
し
も
今
脊
の
こ
と
」
と
回
想
し
た
時
点
が
、
「
疎
ま
し
の
身
の
ほ

ど
」
と
感
じ
た
「
ほ
ど
」
の
内
容
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
た
ら
す
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
回
想
と
追
憶
が
、
「
局
」
を
中
心
と
す
る
女

房
生
活
、
な
い
し
「
局
」
に
成
立
し
た
交
芸
作
品
の
評
価
を
、
如
何
に
性
格
づ

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
「
局
」
の
語
意
は
、
「
言
海
』
に
、
「
引
キ
ツ
ボ
ネ
ル
処
ノ
意
」
と
解
き
、

「
宮
殿
な
ど
の
中
に
、
別
に
隔
て
あ
る
室
」
と
説
い
て
い
る
。
い
わ
ば
、
女
官

の
部
屋
で
あ
る
。
 
「
座
敷
」
の
意
義
に
就
い
て
も
、
『
七
海
」
に
は
、
 
「
客
ノ

座
ヲ
敷
ク
所
ノ
意
力
。
」
と
解
き
、
「
家
の
内
の
一
室
に
、
専
ら
客
を
珍
き
請

ず
る
に
用
み
る
所
、
客
間
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
「
局
」
は
、
殿
舎
建
築
の

一
棟
の
建
物
か
ら
観
れ
ば
、
全
体
の
部
分
と
し
て
、
局
限
さ
れ
た
一
区
劃
の
密

室
を
意
味
す
る
。
そ
の
域
内
は
、
女
房
の
詰
所
・
座
席
と
し
て
特
設
さ
れ
た
、

或
る
意
味
で
は
私
室
で
あ
る
。
壁
に
仕
切
ら
れ
、
固
定
し
た
場
を
占
め
て
い
る

が
、
必
要
に
応
じ
て
、
畳
を
敷
き
、
屏
風
・
几
帳
な
ど
で
立
て
仕
切
り
、
仮
設

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
 
「
局
」
の
意
味
が
、
男
性
の
世
界
か
ら
隔
絶
し
た
、
い

わ
ば
女
性
専
用
の
密
室
的
役
割
を
離
れ
た
単
な
る
詰
所
・
座
席
の
場
か
ら
、
主

客
対
坐
す
る
客
室
の
場
と
し
て
、
開
放
的
な
「
座
敷
」
の
意
昧
に
転
じ
る
と

き
、
「
局
」
を
中
心
と
す
る
女
房
生
活
の
間
に
成
立
す
る
女
流
交
芸
の
性
格
は

変
質
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
、
時
代
的
発
想
の
特
異
性
も

見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
 
「
局
」
 
「
座
敷
」
の
意
味
の
基
調

と
な
っ
て
い
る
「
座
」
の
概
念
を
成
す
も
の
は
、
文
芸
な
い
し
芸
能
に
お
け
る

詩
的
発
想
に
、
ど
の
よ
う
な
標
識
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
世
阿
弥
が
、
 
「
座
敷
」
を
、
芸
能
座
の
見
物
席
一
観
客
の
座
席
の
意
味
に
解

し
て
、
「
座
」
の
構
成
に
一
つ
の
標
識
を
見
出
し
て
い
る
の
は
、
申
世
文
学
の

場
を
構
成
す
る
、
 
「
座
敷
」
の
も
た
ら
す
芸
能
的
意
義
に
触
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
連
歌
の
「
座
」
に
お
け
る
文
芸
的
な
意
義
と
は
、
異
質
な
特
性
が
あ
る
。

 
 
人
、
群
集
し
て
、
座
敷
い
ま
だ
静
ま
ら
ず
。
さ
る
程
に
一
見
物
断
、
申
楽
（

 
さ
る
が
く
）
を
待
ち
兼
ね
て
、
数
万
人
の
心
一
同
に
、
遅
し
と
楽
屋
を
見
る

 
所
に
、
 
（
シ
テ
）
時
を
得
て
出
で
、
一
声
（
い
っ
せ
い
）
を
も
挙
ぐ
れ
ば
、

 
や
が
て
座
敷
も
、
時
の
調
子
に
移
り
て
、
万
人
の
心
シ
テ
の
振
舞
に
和
合
し

 
て
、
し
み
じ
み
と
な
れ
ば
云
々
。
『
風
姿
花
伝
」
（
第
三
「
問
答
条
々
」
）

 
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
「
時
を
得
て
」
 
「
時
の
調
子
に
移
り
て
」
な
ど
、
こ
こ

に
い
う
所
の
「
時
」
は
、
「
局
」
の
も
つ
「
座
」
の
文
芸
的
意
義
か
ら
、
何
を

承
け
継
い
で
い
る
か
を
示
唆
す
る
標
識
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
ま
た
、

そ
の
承
け
継
が
れ
た
も
の
を
、
ど
の
よ
う
な
時
代
的
発
想
の
形
と
し
て
、
詩
人

は
受
け
留
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
局
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能
に
就
い
て
1
中
世
文
芸
の
詩
的
発
想
と
そ
の
時
代
的
構
造
i

（49）



一
「
も
の
」

「
ほ
ど
」
を
支
え
る
詩
的
発
想

 
¶
女
房
」
と
い
う
名
義
は
、
②
「
局
を
賜
わ
っ
て
住
む
婦
人
の
意
」
と
解
か

れ
て
い
る
が
、
「
局
を
賜
わ
る
」
に
は
、
コ
人
で
室
を
賜
わ
る
場
合
」
と
、

「
他
人
と
同
居
す
る
よ
う
な
場
合
」
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
局
」
を

中
心
と
す
る
女
房
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
文
芸
作
品
に
、
和
歌
・
物
語
・
日
記
・

随
筆
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
局
」
を
構
成
す
る
文
芸

的
意
義
の
中
に
、
 
「
時
間
」
・
「
空
聞
」
の
問
題
を
突
き
留
め
て
み
る
こ
と
に

拠
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
清
少
納
言
が
、
「
宮
仕
（
み
や
つ
か
へ
）
す
る
人
を
ば
、
あ
は
あ
は
し
う
、

わ
る
き
事
に
思
ひ
居
た
る
男
こ
そ
、
い
と
憎
け
れ
。
」
 
（
『
枕
草
子
』
第
二
一

段
）
と
言
い
、
「
内
侍
な
ど
に
て
も
暫
し
あ
ら
せ
ば
や
。
」
と
主
張
し
て
い
る

の
は
、
中
宮
（
定
子
）
・
伊
周
の
母
（
高
階
貴
子
）
が
、
内
侍
と
し
て
宮
仕
え

（
高
内
侍
）
し
て
、
い
た
こ
と
を
弁
護
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

「
宮
仕
す
る
人
」
を
「
あ
わ
あ
わ
し
う
、
わ
ろ
き
事
」
に
思
っ
て
い
る
男
性
へ

の
反
擾
で
あ
る
と
観
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
し
「
い
と
憎
け
れ
。
」
と
書
か

れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
か
ら
、
男
性
に
対
す
る
女
性
の
抵
抗
を
想
察
し
得
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
、
「
も
の
」
・
「
ほ
ど
」
の
語
意
を
通
し
て
、
女
性
の
在
る
べ

き
姿
を
、
い
か
に
反
映
し
て
い
る
か
に
就
い
て
、
考
え
て
み
る
こ
と
も
可
能
で

あ
り
、
有
意
義
で
も
あ
ろ
う
。

 
例
え
ば
、
清
少
納
言
が
、
宮
仕
人
と
し
て
新
参
の
頃
、
「
も
の
の
恥
か
し
き

事
」
を
「
数
知
ら
ず
」
体
験
し
た
と
い
う
、
「
も
の
」
を
構
成
す
る
観
念
の
中

に
、
「
局
」
の
内
・
外
を
構
成
す
る
、
心
理
的
．
物
理
的
の
諸
要
素
が
、
「
局

」
を
中
心
と
す
る
女
房
生
活
の
文
化
生
理
と
し
て
、
い
か
に
吸
収
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

 
ま
た
、
そ
れ
が
文
芸
作
家
の
詩
的
発
想
を
い
か
に
触
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

 
 
む
 
 
む

 
 
も
の
暗
う
な
り
て
、
文
字
も
書
か
れ
ず
な
り
た
り
筆
も
使
ひ
果
て
て
、
こ

 
れ
を
書
き
果
て
ば
や
。
こ
の
草
紙
は
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
見
む
と
す
る
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
（
徒
然
）
な
る
里
居
（
さ
と
み
）
の
ほ

 
む

 
ど
に
書
き
集
め
た
る
を
、
あ
い
な
く
、
人
の
た
め
便
（
び
ん
）
な
き
言
ひ
過

 
ぐ
し
な
ど
、
し
つ
べ
き
所
々
も
あ
れ
ば
、
よ
う
隠
し
た
り
と
思
ふ
を
、
心
よ

 
り
外
に
こ
そ
漏
り
出
で
に
け
り
。
 
 
 
 
（
『
枕
草
子
』
第
三
〇
〇
段
）

 
「
も
の
」
と
い
う
語
は
、
 
「
こ
と
」
と
い
う
語
の
対
称
と
し
て
、
概
念
的
に

は
、
 
「
こ
と
」
が
、
言
語
意
識
の
発
想
に
確
然
と
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
、
 
「

も
の
」
は
、
漠
然
と
し
た
場
合
に
、
発
想
さ
れ
る
。
重
要
な
点
は
、
 
「
局
」
の

環
境
を
形
成
す
る
雰
囲
気
を
捉
え
る
た
め
の
発
想
、
な
い
し
表
現
、
ま
た
は
演

出
に
、
 
「
も
の
」
と
い
う
語
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る

の
は
、
「
も
の
」
と
い
う
語
が
、
「
ほ
ど
」
と
い
う
語
と
、
概
念
的
に
関
連
づ

け
て
、
理
解
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
 
「
ほ
ど
」
と
い
う
語
の
内
容
に
は
、
概
念
的

に
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
 
「
時
間
」
と
「
空
間
」
で
あ
る
。
時
間
的
に
も
、

空
間
的
に
も
、
距
離
、
間
隔
を
意
味
す
る
概
念
作
用
が
、
こ
の
語
の
言
語
意
識

に
働
き
掛
け
て
い
る
。
こ
の
隔
離
感
が
、
 
「
局
」
を
中
心
と
す
る
女
性
の
世
界

と
、
外
か
ら
「
局
」
を
取
り
巻
く
男
性
の
世
界
と
を
隔
離
さ
せ
た
も
の
を
、
詩

的
発
想
の
主
題
と
し
て
場
面
的
な
展
開
の
申
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

 
先
ず
、
物
語
的
発
想
と
、
「
局
」
文
芸
と
の
関
係
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
、

新
参
の
宮
仕
人
と
し
て
、
い
か
に
こ
の
「
も
の
」
の
世
界
を
体
験
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
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清
女
は
、
「
も
の
の
恥
か
し
き
事
」
を
体
験
す
る
場
で
、
「
も
の
」
の
実

 
体
を
突
き
留
め
た
。

 
 
中
宮
（
定
子
）
の
兄
一
後
に
大
納
言
に
叙
任
さ
れ
た
伊
周
1
で
あ
る
こ
と

 
を
、
 
「
御
几
帳
の
綻
（
ほ
こ
ろ
び
）
か
ら
、
「
わ
っ
か
に
見
入
れ
」
る
姿
勢

 
で
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

 
 
「
も
の
」
を
捉
え
る
姿
勢
と
、
「
も
の
」
の
在
る
べ
き
状
態
を
書
示
す
る

 
場
面
を
清
少
納
言
は
、
次
の
如
く
描
い
て
い
る
。
「
雪
」
の
中
の
参
内
で
あ

 
る
。

 
 
御
直
衣
、
指
貫
の
紫
の
色
、
雪
に
映
え
て
を
か
し
。
柱
の
も
と
に
る
給
ひ

 
て
（
伊
周
）
「
き
の
ふ
今
日
、
物
忌
に
て
侍
れ
ど
、
雪
の
い
た
く
降
り
て
侍
れ

 
ば
覚
束
（
お
ぼ
っ
か
）
な
さ
に
。
」
な
ど
、
の
た
ま
ふ
。
 
（
中
宮
）
「
道
も

 
な
し
と
思
ぴ
け
る
に
、
い
か
で
か
。
」
と
そ
違
い
ら
へ
あ
な
る
。
う
ち
笑
ひ

 
て
、
 
（
伊
周
）
「
あ
は
れ
と
も
や
、
御
覧
ず
る
と
て
。
」
な
ど
、
の
た
ま
ふ

 
御
有
様
、
こ
れ
よ
り
は
何
事
か
ま
さ
ら
む
。
物
語
に
、
い
み
じ
う
口
に
ま
か

 
せ
て
言
ひ
た
る
事
ど
も
、
た
が
は
ざ
め
り
と
覚
ゆ
。

 
「
局
」
の
雰
囲
気
は
、
と
か
く
沈
澱
し
が
ち
な
空
気
と
し
て
満
ち
て
い
る
。

「
つ
れ
づ
れ
」
の
場
を
形
成
す
る
。
「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
も
の
」
の
象
徴
で
あ
る
。

 
こ
の
場
の
単
調
を
破
る
の
は
対
話
で
あ
る
。
そ
の
対
話
の
頂
点
に
は
、
和
歌

が
あ
る
。
 
『
拾
遣
集
』
 
（
塁
壁
四
一
冬
）
に
、

 
 
山
里
は
雪
ふ
り
積
み
て
道
も
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
け
ふ
奨
む
人
を
あ
は
れ
と
は
見
む
 
 
（
兼
盛
）

 
と
あ
る
の
を
躇
ま
え
て
の
発
想
で
あ
る
。
兄
妹
で
は
あ
っ
て
も
、
中
宮
と
、

そ
の
兄
で
あ
る
。
隔
絶
の
壁
を
破
っ
て
温
い
肉
親
愛
の
交
流
が
、
美
し
く
描
か

れ
て
い
る
。
清
女
は
、
こ
の
情
景
を
、
美
意
識
の
レ
ン
ズ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

 
㈲
 
雪
の
い
た
く
降
り
て
侍
れ
ば
、
覚
束
な
さ
に
、

 
㈲
 
道
も
な
し
と
思
ひ
け
る
に
、
い
か
で
か
。

 
◎
 
あ
は
れ
と
も
や
、
御
覧
ず
る
と
て
。

 
一
首
の
和
歌
が
、
㈲
～
◎
の
三
節
に
分
断
さ
れ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
を
、
拝

情
詩
的
精
神
で
繋
ぎ
留
め
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
野
情
詩
的
発
想
に
先
行
す

る
、
叙
事
詩
的
発
想
が
注
目
さ
れ
る
。
物
語
小
説
の
基
調
が
、
叙
事
的
好
情
詩

的
発
想
と
し
て
、
「
局
」
文
芸
の
基
底
に
存
在
す
る
点
を
強
調
し
た
い
。
申
宮

（
定
子
）
が
、
 
「
白
き
御
衣
」
 
（
お
ん
ぞ
）
ど
も
に
、
紅
の
唐
綾
二
つ
、
白
き

唐
綾
」
を
召
し
、
そ
れ
に
、
黒
い
「
御
髪
（
み
ぐ
し
）
の
か
か
ら
せ
給
へ
る
」

姿
な
ど
、
「
絵
に
か
き
た
る
を
こ
そ
、
斯
か
る
こ
と
は
見
る
に
、
う
つ
つ
（
現

）
に
は
、
ま
だ
知
ら
ぬ
を
、
夢
の
心
地
」
で
、
清
少
納
言
は
、
「
ほ
ど
」
の
場

に
お
け
る
「
も
の
」
の
実
態
を
捉
え
て
い
る
。

 
「
も
の
」
の
実
態
を
突
き
留
め
る
場
を
構
成
す
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
「
人
間
」
と
「
自
然
」
で
あ
る
。
人
間
は
無
限
性
の
自
然
を
通
し
て
、
人

間
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
確
証
す
る
。
有
限
性
の
人
間
は
、
斯
う
し
て
、
永
遠
へ

の
可
能
性
を
獲
得
す
る
。
「
も
の
」
の
実
態
は
、
斯
う
し
た
境
地
で
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
を
支
え
る
主
体
性
は
、
宇
宙
の
真
理
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
サ
リ
テ
ィ

で
あ
る
。
詩
入
の
詩
的
発
想
は
、
こ
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
サ
リ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
て
、

永
遠
性
を
享
受
す
る
。
自
然
は
、
 
「
局
」
の
環
境
を
構
成
し
て
、
四
季
の
季
節

的
変
化
を
見
せ
る
。
 
「
局
」
の
自
然
的
環
境
の
う
ち
、
現
象
と
し
て
の
「
雨
」

と
「
雪
」
は
、
恰
適
の
文
芸
的
素
材
と
し
て
詩
的
発
想
の
対
象
で
あ
る
。
対
象

で
あ
る
と
と
も
に
、
 
「
局
」
文
芸
に
お
け
る
主
要
な
課
題
で
あ
る
。

 
二
月
末
日
の
頃
、
「
雨
い
み
じ
う
降
り
て
、
つ
れ
づ
れ
」
の
夜
の
こ
と
、
頭
中

将
斉
信
は
、
清
少
納
言
の
学
才
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
白
居
易
の
詩
の
一
句
を

「
局
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能
に
就
い
て
1
中
世
文
芸
の
詩
的
発
想
と
そ
の
時
代
的
構
造
1
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書
い
た
。
「
蘭
省
花
時
、
錦
帳
下
」
と
書
い
て
、
 
「
末
は
い
か
に
」
'
と
問
う

た
。
こ
の
句
の
対
句
に
、
 
「
盧
山
雨
夜
、
草
庵
申
」
と
あ
る
の
を
、
答
え
さ
せ

よ
う
と
し
た
。

 
 
〃
こ
れ
が
末
知
り
顔
に
、
た
ど
た
ど
し
き
眞
字
（
ま
ん
な
）
に
書
き
た
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
む
も
、
見
苦
し
”
な
ど
、
思
ひ
ま
は
す
ほ
ど
も
な
く
、
責
め
惑
は
せ
ば
、
た

 
だ
、
そ
の
奥
に
、
炭
櫃
（
す
び
つ
）
の
消
え
残
り
た
る
炭
の
あ
る
し
て
、
 
「

 
草
の
庵
を
誰
か
た
つ
ね
む
」
と
書
き
つ
け
て
取
ら
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
枕
草
子
』
 
（
第
八
○
段
）

 
「
も
の
」
の
場
の
雰
囲
気
が
、
「
局
」
を
爆
心
に
、
空
間
的
に
広
が
る
と
と

も
に
、
時
間
的
に
延
び
る
所
に
、
実
存
的
な
ス
ペ
イ
ス
と
し
て
、
「
下
間
」
の

場
が
成
立
す
る
。
 
「
も
の
」
を
「
語
る
」
藩
学
、
「
物
語
小
説
」
を
詩
的
に
発

想
す
る
現
場
で
あ
る
。
清
女
に
付
け
ら
れ
た
下
の
句
に
対
す
る
上
の
句
を
付
け

煩
う
。
「
ほ
ど
」
は
「
実
習
」
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ス
で
あ
る
。

 
 
「
こ
の
事
、
・
必
ず
、
語
り
伝
ふ
べ
き
こ
と
な
り
と
な
む
定
め
し
。
」
と
、

 
1
（
経
由
）
 
「
御
名
は
、
今
は
草
の
庵
と
な
む
附
け
た
る
。
」
と
て
、
急
ぎ

 
た
ち
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
 
（
清
少
）
「
い
と
わ
ら
き
名
の
、
末
ま
で
あ
ら
む
こ
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
口
惜
し
か
る
ぺ
け
れ
。
」
と
言
ふ
ほ
ど
に
、
修
理
亮
（
す
り
の
す
け
）
則
光

 
「
「
い
み
じ
き
ょ
ろ
こ
び
申
し
に
、
上
に
や
と
こ
参
り
た
り
つ
る
。
」
と
言
へ

 
ば
云
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
物
語
な
ど
し
て
居
た
る
ほ
ど
に
、
「
先
づ
」
と
、
召
し
た
れ
ば
、
参
り
た

 
る
に
、
こ
の
事
仰
せ
ら
れ
む
と
て
な
り
け
り
。

 
「
も
の
」
を
「
語
り
」
、
 
「
こ
と
」
を
「
叙
べ
る
」
叙
事
的
督
情
詩
的
発
想

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
古
今
集
』
序
に
、
 
「
世
の
中
に
在
る
人
、
事
わ
ぎ

繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
物
、
聞
く
物
に
つ
け
て
言
ひ
出

だ
せ
る
な
り
。
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
、
和
歌
の
将
情
詩
的
発
想
が
、
「
事
わ

ぎ
」
に
対
し
、
「
心
に
思
ふ
こ
と
」
叙
事
的
に
発
想
す
る
、
い
わ
ば
、
叙
事
的

仔
情
詩
的
発
想
の
意
義
を
承
け
継
ぐ
、
物
語
小
説
成
立
の
本
質
を
証
示
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
「
も
の
」
を
「
ほ
ど
」
の
場
で
語
る
。
 
「
局
」
文
芸
の
成
立
で
あ
る
。

二
「
物
語
」
 
・
「
随
筆
」
と
劇
的
場
面
の
展
開

 
『
源
氏
物
語
』
よ
り
以
前
の
、
「
古
物
語
」
は
、
と
に
か
く
と
し
て
、
道
長

の
時
代
を
中
心
と
す
る
、
外
戚
政
治
の
時
代
の
文
芸
で
は
、
③
「
多
く
の
物

語
は
、
た
だ
女
性
の
観
た
、
現
実
の
描
写
」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
世
の
申
」

は
、
彼
女
た
ち
の
活
き
て
い
た
、
 
「
後
宮
の
生
活
」
で
あ
り
、
物
語
小
説
の
登

場
人
物
、
な
い
し
、
 
「
日
記
」
 
「
随
筆
」
の
文
学
に
登
場
す
る
人
物
は
、
 
「
作

者
よ
り
、
一
階
級
高
い
人
物
」
で
あ
り
、
男
の
主
人
公
は
、
「
後
宮
に
出
入
す

る
時
だ
け
の
男
性
の
一
面
」
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ほ

ど
」
と
い
う
語
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
「
実
間
」
の
場
は
、
「
局
」
を
中
心
と
す

る
女
房
生
活
に
接
触
す
る
男
性
生
活
の
断
面
で
あ
る
。
 
「
局
」
の
内
部
お
よ
び

そ
の
周
辺
に
醸
成
さ
れ
た
「
も
の
」
の
世
界
が
、
 
「
も
の
」
の
「
あ
は
れ
」
さ

の
主
題
を
発
想
す
る
対
象
で
満
ち
て
い
る
か
、
「
こ
と
」
の
「
を
か
し
さ
」
の

主
題
を
発
想
す
る
対
象
で
充
た
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
「
あ
は
れ
」
さ
が

「
を
か
し
」
さ
に
転
換
さ
れ
る
か
、
 
「
を
か
し
」
さ
が
、
「
あ
は
れ
」
さ
に
転

換
さ
れ
る
か
、
そ
れ
に
拠
っ
て
、
 
「
局
」
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
と
、
そ
の
主
題
性

に
異
同
を
生
じ
て
く
る
。
紫
式
部
は
、
「
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
、
少
し
な
の
め

な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
す
き
ず
き
し
く
も
、
も
て
な
し
、
若
や
ぎ
て
、
直
な
き

世
を
も
過
ぐ
し
て
ま
し
。
」
と
日
記
し
て
、
「
ほ
ど
」
の
限
界
に
迫
っ
て
ゆ
く
。
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め
で
た
ぎ
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
、
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
、
引
く
方
の
み
強
く
て
、
も
の
憂
く
、
思
は
ず
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
り

 
歎
か
し
き
こ
と
の
み
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
心
苦
し
き
。
今
は
猶
ほ
、
も
の
忘
れ

 
し
な
む
、
思
ひ
甲
斐
も
な
し
、
罪
も
深
か
り
な
ど
、
明
け
立
て
ば
、
打
ち
眺

 
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
、
思
ふ
こ
と
な
げ
に
、
遊
び
合
へ
る
を
見
る
。

 
 
水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む

 
 
 
 
 
 
わ
れ
も
浮
き
た
る
世
を
過
ぐ
し
つ
つ

 
か
れ
も
、
さ
こ
そ
、
心
を
遣
り
て
遊
ぶ
と
見
ゆ
れ
ど
、
身
は
い
と
苦
し
か
ん

 
な
り
と
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
 
（
「
行
幸
も
近
く
な
り
ぬ

 
と
て
」
）

 
 
さ
し
当
り
て
、
お
の
つ
か
ら
睦
び
語
ら
ふ
人
ば
か
り
、
少
し
な
つ
か
し
く
思

 
 
 
 
む
 
 
む

 
ふ
ぞ
、
も
の
は
か
な
き
や
。
大
納
言
の
君
の
、
夜
々
（
よ
る
よ
る
）
は
、
御

 
前
に
、
い
と
近
う
臥
し
給
ひ
つ
つ
、
物
語
し
給
ひ
し
け
は
ひ
の
恋
し
き
も
、

 
猶
ほ
世
に
従
ふ
心
か
。

 
 
う
き
寝
せ
し
水
の
上
の
み
恋
し
く
て

 
 
 
 
 
 
鴨
の
う
は
げ
に
さ
え
ぞ
劣
ら
ぬ

 
か
へ
し
、

 
 
う
ち
は
ら
ふ
由
な
き
頃
の
寝
覚
め
に
は

 
 
 
 
 
 
つ
が
ひ
し
を
し
だ
に
夜
半
（
よ
は
）
に
恋
し
き

 
書
き
ざ
ま
な
ど
さ
へ
、
い
と
を
か
し
き
を
、
ま
ほ
に
も
お
は
す
る
人
か
な
と

見
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
上
、
 
（
「
御
前
の
池
に
水
鳥
ど
も
の
」
）

 
と
日
記
す
る
、
物
語
文
学
作
者
の
、
孤
独
と
寂
蓼
の
姿
が
、
 
「
も
の
」
の
壁

を
乗
り
越
え
て
、
「
水
鳥
」
を
媒
体
に
「
ほ
ど
」
の
限
界
を
拡
大
す
る
。

 
「
や
ま
と
歌
は
、
ひ
と
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
う
つ
の
言
の
葉
と
そ
な
れ
り

け
る
。
」
と
い
っ
た
貫
之
の
主
張
に
観
ら
れ
る
、
 
「
ひ
と
の
心
」
一
顕
昭
本
に

「
ひ
と
つ
心
」
と
あ
る
の
が
、
「
よ
う
つ
」
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
添
方
は
、

合
理
的
で
は
あ
る
t
が
、
「
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
棲
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
つ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
。
」
と
い
う
説
き
方
に

対
し
て
、
よ
り
合
理
的
に
、
詩
的
発
想
へ
の
適
性
を
見
出
し
得
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
「
心
」
と
「
誠
」
の
関
連
性
と
、
歌
の
「
姿
」
へ
の
調
和
を
説
く
理
解
の
在

り
方
は
、
後
の
歌
論
・
連
歌
論
、
さ
て
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
至
る
ま
で
、

「
も
の
」
を
通
し
て
、
「
ほ
ど
」
に
迫
る
詩
的
発
想
で
あ
る
。
久
松
潜
一
博
士
は
、

④
「
心
と
詞
と
を
対
立
的
に
見
て
、
そ
の
調
和
を
説
く
こ
と
」
か
ら
生
ま
れ
た
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
萌
芽
的
な
も
の
を
、
『
源
氏
物
語
」
へ
の
系
譜
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
「
心
と
詞
」
は
、
「
対
立
的
」
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
、
少

な
く
と
も
、
実
存
的
対
立
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
と
自
然
の
呼
応
関
係
の
中

に
摂
取
さ
れ
た
も
の
と
観
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
叙
事
詩

的
発
想
性
に
お
い
て
「
人
聞
」
世
界
を
対
象
と
す
る
作
歌
意
識
、
な
い
し
態
度

を
、
「
自
然
」
の
世
界
が
対
象
と
な
る
場
合
の
、
作
家
意
識
、
な
い
し
態
度
に

複
合
さ
せ
て
み
る
と
、
⑤
叙
事
的
拝
情
詩
性
の
発
想
、
な
い
し
表
現
の
形
態
と

し
て
、
「
歌
」
を
「
詠
む
」
こ
と
の
意
義
を
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
『
源
氏
物
語
』
へ
の
系
譜
と
し
て
、
そ
の
主
題
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
も

発
展
す
る
理
論
的
根
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 
「
物
語
」
の
発
想
と
「
日
記
」

の
発
想
、
ま
た
、
「
随
筆
」
の
発
想
と
、
「
説
話
」
の
発
想
、
斯
う
し
た
系
譜

に
支
柱
と
な
る
、
和
歌
詩
的
発
想
と
連
歌
詩
的
発
想
は
、
「
局
」
文
芸
に
お
け

る
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
大
別
す
る
基
調
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
伊
勢
物
語
』
・

『
源
氏
物
語
』
・
『
平
家
物
語
』
等
を
「
本
説
と
す
る
猿
楽
能
」
に
通
じ
る
劇
的

場
面
の
構
想
に
、
行
動
詩
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
意
義
を
、
「
局
」
文
芸
か

「
局
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能
に
就
い
て
1
三
世
文
芸
の
詩
的
発
想
と
そ
の
時
代
的
構
造
1

（53）



ら
「
座
敷
」
芸
能
へ
の
発
展
と
し
て
注
目
し
て
置
き
た
い
。
世
阿
弥
は
、
「
本

説
正
し
く
、
珍
ら
し
き
が
、
幽
玄
に
て
、
面
白
き
所
あ
ら
ん
を
、
よ
き
能
と

は
串
す
べ
し
」
 
（
『
風
姿
花
伝
』
 
（
第
三
、
「
闘
答
条
々
」
）
と
説
い
て
い

る
。
 
「
座
敷
」
芸
能
に
至
っ
て
、
 
「
ほ
ど
」
の
限
界
は
極
ま
る
。

三
「
座
敷
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能

 
天
皇
が
・
詩
の
題
目
を
示
し
て
、
即
興
の
歌
を
、
侍
臣
・
侍
女
に
お
詠
ま
せ

に
な
っ
た
風
雅
は
、
『
古
今
集
』
以
前
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
「
局
」
文
芸
に

基
底
す
る
「
み
や
び
」
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
村
上
天
皇
の
時
代

の
こ
と
、
 
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
り
け
る
」
を
、
 
「
や
う
き
」
 
（
様
器
）
に

盛
ら
せ
て
、
梅
花
を
挿
し
、
「
月
の
い
と
明
き
晩
」
に
、
「
こ
れ
に
歌
よ
め
。

い
か
が
言
ふ
べ
き
。
」
と
、
「
兵
衛
の
蔵
人
」
に
た
ま
わ
っ
た
。

 
女
蔵
人
（
を
ん
な
く
ら
ど
）
の
兵
衛
は
、
即
座
に
、
「
雪
月
花
の
時
」
と
奏

上
す
る
。
み
か
ど
は
、
非
常
に
お
褒
め
に
な
っ
た
。

 
 
歌
な
ど
詠
ま
む
に
は
、
世
の
常
な
り
。
斯
う
折
に
合
ひ
た
る
事
な
む
言
ひ

 
難
き
。
 
（
『
枕
草
子
』
第
一
七
九
段
）

 
と
い
う
仰
せ
言
を
た
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
白
楽
天
の
「
寄
二
殿
協
律
一
」

詩
に
、
「
月
雪
花
時
、
最
憶
レ
君
」
と
あ
る
の
を
、
引
用
し
た
機
転
、
機
智
を

嘉
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
兵
衛
」
を
、
御
供
に
し
て
、
天
皇
は
、

人
の
居
な
い
殿
上
の
間
に
出
御
に
な
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
 
殿
上
に
、
入
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
る
ほ
ど
、
仔
（
た
た
ず
）
ま
せ
お
は
し
ま

 
す
に
、
炭
櫃
（
す
び
つ
）
の
煙
（
け
ぶ
り
）
の
立
ち
け
れ
ば
、
 
（
天
皇
）
「

 
か
れ
は
何
の
煙
ぞ
。
見
て
来
（
こ
）
。
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
 
（
兵
衛
）

，
見
て
か
へ
り
参
り
て
、

 
 
わ
た
つ
み
の
お
き
に
こ
が
る
る
物
見
れ
ば

 
 
 
 
 
 
あ
ま
の
重
し
て
か
へ
る
な
り
け
り

 
と
、
奏
し
け
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

 
 
蛙
（
か
へ
る
）
の
飛
び
入
り
て
、
焦
（
こ
）
が
る
る
な
り
け
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
上
）

 
と
、
清
少
納
言
は
書
き
留
め
て
い
る
。
ま
た
、
「
（
清
女
が
）
、
細
殿
（
の
局
）

に
、
便
（
び
ん
）
な
き
人
」
を
泊
め
て
、
暁
に
笠
さ
さ
せ
て
出
で
け
る
。
」
と

い
っ
た
噂
が
立
つ
と
、
本
人
の
清
女
自
身
す
ら
知
ら
ず
に
い
た
と
こ
ろ
に
、
二

宮
（
定
子
）
か
ら
御
交
が
届
け
ら
れ
た
。
「
返
事
た
だ
今
。
」
と
言
う
の
で
、

「
何
事
に
か
。
」
と
思
っ
て
、
見
れ
ば
、
 
「
大
笠
」
の
絵
が
画
い
て
あ
っ
て
、

「
入
」
は
見
え
な
い
。
た
だ
、
手
だ
け
、
笠
を
握
ら
せ
て
、
そ
の
下
に
、

 
 
三
笠
山
や
ま
の
端
あ
け
し
朝
（
あ
し
た
）
よ
り

 
と
書
い
て
あ
る
。
清
女
は
驚
き
且
つ
恥
じ
た
。
「
さ
る
虚
言
（
そ
ら
ご
と
）

な
ど
の
出
で
来
る
こ
そ
、
苦
し
け
れ
ど
、
を
か
し
う
て
、
」
別
の
紙
に
、
「
雨

を
い
み
じ
う
降
ら
せ
」
て
、
そ
の
下
に
、

 
 
雨
な
ら
ぬ
名
の
降
り
に
け
る
か
な

 
と
書
い
て
、
「
さ
て
は
、
濡
衣
（
ぬ
れ
ぎ
ぬ
）
に
は
侍
ら
む
。
」
と
書
き
添

え
た
。
連
歌
詩
的
発
想
と
し
て
生
ま
れ
た
「
秀
句
」
で
あ
る
。
 
「
局
」
の
女
房

生
活
に
漂
う
、
 
「
徒
然
」
の
雰
囲
気
を
突
き
破
る
、
連
歌
的
、
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
ま
た
、
行
動
詩
劇
論
と
し
て
の
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
通
じ
る
、
「
座
敷
」

芸
能
へ
の
萌
芽
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
 
『
習
道
書
」
に
、
 
「
狂
言
の
役
入
の

事
」
に
就
い
て
、

 
 
こ
れ
ま
た
、
を
か
し
の
手
立
（
て
だ
て
）
、
或
は
、
ざ
し
き
し
く
、
又
は
、
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昔
物
語
な
ど
の
、
一
興
あ
る
事
を
、
本
木
（
も
と
ぎ
）
に
取
成
し
て
、
事
を

 
す
る
、
如
レ
此
。

・
と
言
っ
て
、
「
幽
玄
」
の
狂
言
に
触
れ
、
狂
言
は
、
「
間
（
あ
ひ
）
の
狂

言
」
と
し
て
、
「
信
（
し
ん
）
の
能
の
み
ち
ゃ
り
（
道
行
）
を
な
す
こ
と
、
」

「
笑
は
せ
ん
と
思
ふ
あ
て
が
ひ
は
、
先
づ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
説
き
、
「
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

だ
、
そ
の
こ
と
わ
り
（
理
）
を
辮
じ
て
、
見
聴
の
道
理
を
、
一
座
に
言
ひ
聞
か

す
る
を
以
て
道
と
す
。
」
と
述
べ
、
特
に
、
「
を
か
し
」
の
本
義
に
触
れ
、

 
 
抑
、
を
か
し
と
は
、
必
ず
、
数
人
の
笑
ひ
ど
め
く
事
、
職
（
し
ょ
く
）
な

 
る
風
体
な
る
べ
し
。
笑
み
の
内
に
楽
し
み
を
含
む
と
い
ふ
、
是
は
、
面
白
く

 
嬉
し
き
感
心
な
り
。
こ
の
心
に
和
合
し
て
、
見
所
人
（
け
ん
し
ょ
に
ん
）
の

 
笑
み
を
な
し
、
一
興
を
催
さ
ば
、
面
白
く
幽
玄
の
上
階
の
を
か
し
な
る
べ

 
し
。

 
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ぎ
し
き
し
く
」
は
、
⑥
「
座
敷

秀
句
」
で
あ
ろ
う
。
 
「
座
敷
」
の
「
秀
句
」
で
あ
る
。
能
勢
朝
次
博
士
は
、
鈴

木
暢
幸
氏
の
「
座
の
即
興
」
説
を
取
り
上
げ
て
、
⑦
「
私
は
鈴
木
氏
の
説
が
妥

当
で
あ
る
と
思
ふ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
、
「
座
敷
」
の
秀
句
が
、
狂
言

の
『
秀
句
傘
』
や
、
『
今
参
』
の
如
く
、
講
誰
・
滑
稽
の
対
話
性
の
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
藤
原
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
て
、
⑧
猿
楽
能

の
源
流
と
認
め
ら
れ
る
、
雑
芸
的
演
技
の
狂
言
性
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
私
は
、
物
語
文
学
の
下
降
期
、
い
わ
ば
藤
原
時
代
の
頂
点
に
お
い
て
、
殆

ん
ど
、
時
期
を
同
じ
う
し
て
、
『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
と
と
も
に
、
「
新

猿
楽
記
』
の
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
間
の
狂

言
」
の
本
質
と
し
て
、
世
阿
弥
の
強
調
し
て
い
る
、
「
幽
玄
」
の
本
義
が
、
「

を
か
し
」
と
「
あ
は
れ
」
を
、
「
み
や
び
」
と
実
存
す
る
「
さ
と
び
」
の
雰
囲
気
と

し
て
、
『
能
』
の
「
座
敷
」
に
横
溢
し
て
い
る
点
か
ら
観
て
、
ま
た
、
『
枕
草

子
』
に
濫
る
「
を
か
し
」
や
、
『
源
氏
物
語
』
に
溢
れ
る
「
あ
は
れ
」
を
実
存

的
に
調
和
し
た
、
 
「
さ
と
び
」
の
雰
囲
気
が
、
平
安
朝
宮
廷
の
「
局
」
を
囲
回

し
て
い
る
点
か
ら
観
て
、
「
局
」
と
「
座
敷
」
に
通
じ
る
文
芸
精
神
と
し
て
探

し
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
 
「
さ
と
び
」
の
心
で
あ
ろ
う
。

 
中
世
的
に
し
て
、
し
か
も
中
古
的
な
、
ま
た
、
中
古
的
に
し
て
、
し
か
も
中

世
的
一
な
幽
玄
性
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
「
さ
と
び
」

が
、
幽
玄
性
の
中
世
的
発
想
の
美
意
識
を
象
徴
す
る
文
芸
精
神
で
あ
る
と
観
ら

れ
る
な
ら
ば
、
「
み
や
び
」
は
、
幽
玄
性
の
中
古
的
発
想
の
美
意
識
を
象
徴
し

た
文
芸
精
神
で
あ
る
と
観
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
美
意
識
の
時
代
的
発
想
に
よ
っ

て
、
文
芸
の
局
面
的
意
義
に
異
同
を
生
じ
て
来
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
、
巻
末

を
飾
る
。

 
 
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど

 
 
 
 
 
 
き
の
ふ
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を

 
こ
の
歌
は
、
「
む
か
し
、
を
と
こ
、
わ
づ
ら
ひ
て
、
心
地
死
ぬ
べ
く
覚
え
け

れ
ば
、
」
と
い
っ
た
、
叙
事
詩
的
限
界
、
野
情
詩
的
限
界
に
立
つ
人
間
の
、
真

実
の
声
で
あ
る
。
次
の
歌
は
、
『
新
古
乱
塾
』
 
（
巻
十
三
恋
三
）
に
、
 
「
中
の

関
白
（
道
隆
）
か
よ
ひ
そ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
」
と
い
っ
た
詞
書
を
も
っ
て
い

る
。 

 
忘
れ
じ
の
ゆ
く
末
ま
で
は
難
け
れ
ば

 
 
 
 
 
 
今
日
を
限
り
の
命
と
も
が
な

 
藤
原
道
隆
の
妻
と
な
り
、
伊
野
と
、
中
宮
定
子
の
母
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

高
内
侍
（
貴
子
）
の
歌
で
あ
る
。
二
つ
の
歌
の
内
容
は
、
作
歌
事
情
が
相
違
す

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
の
対
象
に
は
な
り
に
く
い
。
作
歌
意
識
が
、
前
者
で

「
局
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能
に
就
い
て
1
中
世
文
芸
の
詩
的
発
想
と
そ
の
時
代
的
構
造
1
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は
、
「
今
日
」
の
一
日
に
関
し
て
、
「
思
は
ぎ
り
し
を
」
と
言
ひ
、
後
者
で
は

「
命
と
も
が
な
」
ど
雪
目
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
 
「
今
日
」
を
捉
え
に
か
か
る
詩
的

発
想
が
異
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
し
く
「
今
日
」
の
一
日
で
は
あ
る
が
、
後
者
に

「
行
く
末
の
」
不
安
が
あ
る
に
し
て
も
、
前
者
は
、
絶
望
の
歌
で
あ
る
。
共
通

に
い
え
る
こ
と
は
、
 
「
今
日
」
に
直
面
す
る
、
自
己
の
命
を
直
視
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
い
さ
さ
か
の
誇
張
も
、
虚
偽
も
な
い
。
 
「
今

日
」
に
活
き
よ
ヶ
と
す
る
人
間
の
切
実
の
態
度
が
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
最
期
の

声
を
遺
す
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
者
に
は
、
心
理

的
な
自
己
分
析
が
あ
る
。
瞬
間
の
恋
に
情
熱
を
傾
け
る
歌
と
し
て
は
、
理
知
に

傾
い
て
い
る
。
 
「
局
」
を
中
心
と
す
る
女
房
生
活
の
間
に
、
時
代
の
波
が
、
い
か

に
打
ち
寄
せ
る
に
し
て
も
、
 
「
局
」
の
岸
に
あ
る
防
波
堤
は
、
そ
の
波
を
い
か

に
受
け
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
二
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
枕
草
子
』
の
作

者
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
と
し
て
、
知
名
の
詩
人
の
歌
の
例
に
、
『
百
人
一

首
」
に
採
択
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
『
新
古
今
集
」
 
（
巻
十
六
）
に
、

 
 
め
ぐ
り
あ
ひ
て
重
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に

 
 
 
 
 
 
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
か
な

 
紫
式
部
の
歌
で
あ
る
。
『
後
拾
遺
集
』
 
（
巻
十
六
）
に
、
清
少
納
言
の
歌
と

し
て
、

 
 
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
音
は
は
か
る
と
も

 
 
 
 
 
 
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

 
両
者
の
歌
の
内
容
は
、
作
歌
事
情
と
と
も
に
、
詩
的
発
想
の
相
違
し
て
い
る

点
は
、
．
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
に
拠
っ
て
証
示
さ
れ
て
い
る
。
「
局
」
に
翻
漫
す
る
「

も
の
」
の
雰
囲
気
が
、
「
つ
れ
づ
れ
」
の
「
実
聞
」
と
し
て
停
滞
す
る
と
き
、
女
房

た
ち
は
、
「
自
然
」
の
世
界
に
「
ほ
ど
」
の
場
を
拡
げ
求
め
よ
う
と
し
た
。
「
雨
が

ち
に
て
曇
り
暮
ら
す
、
」
五
月
の
初
め
、
「
つ
れ
づ
れ
な
る
を
、
時
鳥
の
乾
た
つ

ね
あ
り
か
ば
や
」
と
、
清
少
納
言
の
提
案
で
、
「
わ
れ
も
わ
れ
も
」
と
「
賀
茂
の

奥
」
に
出
か
け
る
。
「
稲
と
と
い
ふ
も
の
」
を
観
た
り
す
る
う
ち
に
、
「
時
鳥

の
歌
詠
ま
む
」
と
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
。
 
（
『
枕
草
子
』
第
九
七
段
）

中
宮
（
定
子
）
の
伯
父
明
順
の
家
で
、
「
こ
の
下
蕨
（
し
た
わ
ら
び
）
は
手
つ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

ら
摘
み
つ
る
」
と
、
も
て
な
さ
れ
、
「
ま
か
な
ひ
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
 
（
車
副
）
『

雨
降
り
ぬ
べ
し
。
」
と
言
」
は
れ
て
慌
て
て
車
に
乗
る
。
中
宮
の
御
前
に
参
る

と
、
中
宮
か
ら
「
さ
て
い
づ
ら
、
歌
は
。
」
と
言
は
れ
、
「
こ
こ
に
て
も
詠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

め
、
」
と
促
さ
れ
、
「
言
ひ
合
は
せ
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
」
一
条
大
路
を
走
り

な
が
ら
、
跡
を
追
っ
て
来
た
藤
侍
従
（
公
信
）
に
、
「
時
鳥
な
く
音
た
つ
ね

に
」
の
歌
で
、
先
を
越
さ
れ
る
。
返
歌
を
、
「
（
清
）
宰
相
の
君
書
き
給
へ
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

と
言
う
の
を
、
（
宰
）
「
『
猶
ほ
、
そ
こ
に
』
な
ど
、
言
ふ
ほ
ど
に
、
」
雷
雨
に

な
る
。
 
「
局
」
の
内
外
に
迫
る
、
「
実
間
」
の
場
は
、
女
房
た
ち
の
「
座
」
を

揺
（
ゆ
す
）
ぶ
る
。
 
「
か
み
（
雷
神
）
も
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
鳴
り
た
れ

 
 
△
△

ば
、
も
の
も
覚
え
ず
。
唯
お
そ
ろ
し
き
に
、
御
格
子
ま
み
h
・
渡
し
、
惑
ひ
し
程

に
、
歌
の
返
り
ご
と
も
忘
れ
ぬ
。
」
そ
れ
で
も
な
お
、
『
た
だ
今
そ
の
御
返
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご
と
奉
ら
む
」
と
言
っ
て
、
「
取
り
か
か
る
ほ
ど
に
、
」
殿
上
人
た
ち
が
、
雷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
△

雨
の
御
見
舞
に
来
る
。
「
西
面
（
に
し
お
も
て
）
に
出
て
、
も
の
な
ど
聞
ゆ
る

む
 
 
む

ほ
ど
に
紛
れ
ぬ
。
」
と
書
き
留
め
て
あ
る
。

 
『
源
氏
物
語
」
に
、
 
「
須
磨
に
は
、
い
と
ど
、
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は

少
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、
『
関
ふ
き
越
ゆ
る
』
と
言
ひ
け
む
浦
波

よ
る
よ
る
は
、
げ
に
い
と
近
く
聞
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
、
か

か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。
」
 
（
「
須
磨
の
巻
）
と
、
紫
式
部
の
捉
え
た
、
「
あ

は
れ
」
の
姿
も
、
清
少
納
言
が
捉
え
た
、
 
「
を
か
し
」
の
姿
も
、
 
「
局
」
の
「
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座
」
に
標
識
さ
れ
る
、
，
「
ほ
ど
」
 
「
も
の
」
は
、
 
「
座
敷
」
の
文
芸
、
な
い
し

芸
能
と
し
て
、
中
世
的
幽
玄
性
の
場
に
承
け
継
が
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
の
作
と

い
わ
れ
る
『
井
筒
』
（
「
井
筒
の
女
」
）
は
、
「
本
説
」
と
し
て
、
『
伊
勢
物

語
』
 
（
第
二
十
二
段
「
筒
井
筒
」
）
を
主
材
に
、
 
「
昔
男
」
を
業
平
、
 
「
女
」

を
「
紀
有
常
の
女
」
と
し
て
脚
色
さ
れ
て
い
る
。
 
「
閲
伽
の
水
」
を
汲
ん
で
古

塚
に
手
向
け
る
里
の
女
性
は
、
旅
僧
に
、
旧
跡
の
由
来
を
質
問
さ
れ
て
、
 
「
今

は
遙
に
遠
き
世
の
跡
」
と
答
え
る
。
両
者
の
対
話
が
掛
け
合
い
の
形
で
進
展
す

る
。
 
（
里
宮
）
 
「
主
こ
そ
遠
く
業
平
の
、
」
 
（
旅
僧
）
 
「
跡
は
残
り
て
、
さ
す

が
に
い
ま
だ
」
 
（
里
女
）
 
「
聞
え
は
朽
ち
ぬ
世
語
を
」
 
（
旅
僧
）
」
語
れ
ば
今

も
」
 
（
里
女
）
「
昔
男
の
」
名
ば
か
り
は
「
在
原
寺
」
と
説
く
。
脚
色
の
構
想
は
、

物
語
的
発
想
と
、
説
話
的
発
想
を
交
錯
さ
せ
て
展
開
す
る
。
里
の
女
性
は
、
前

場
で
消
え
、
後
場
に
は
、
「
さ
な
が
ら
み
見
え
し
、
昔
男
の
冠
、
直
衣
は
、
女

と
も
見
え
ず
。
男
な
り
け
り
、
業
平
の
面
影
見
れ
ば
な
つ
か
し
や
。
」
と
、
美

女
男
装
の
倒
錯
美
を
演
出
し
、
業
平
へ
の
思
慕
の
情
を
傾
け
た
、
移
り
舞
と
し

て
展
開
す
る
。
 
「
今
」
と
「
昔
」
を
交
錯
す
る
説
話
的
発
想
の
問
に
も
、
「
昔

在
原
の
中
将
、
年
経
て
此
処
に
石
（
い
そ
）
の
上
（
か
み
）
、
古
り
に
し
花
の

春
・
月
の
秋
と
て
住
み
給
ひ
し
に
」
と
、
物
語
的
発
想
を
連
ね
て
、
「
河
内
の

国
に
知
る
人
あ
り
て
」
と
、
「
昔
」
と
「
今
」
を
、
物
語
の
場
面
で
展
開
す

る
。 

雪
の
夜
を
、
「
局
」
の
内
に
座
し
て
、
「
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
暗
う
な

り
ぬ
れ
ば
、
こ
な
た
に
は
、
火
も
と
も
さ
ぬ
に
、
お
ほ
か
た
．
雪
の
光
、
い
と

し
ろ
う
見
え
た
る
に
、
火
箸
し
て
灰
な
ど
掻
き
す
さ
び
て
、
あ
は
れ
な
る
も
、
を

か
し
き
も
、
言
ひ
合
は
せ
す
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
」
 
（
『
枕
草
子
』
第
一
七

八
段
）
「
時
々
か
や
う
の
折
、
覚
え
な
く
見
ゆ
る
人
」
も
座
に
加
わ
り
、
「
い
と

を
か
し
う
、
」
と
あ
る
、
「
言
ひ
合
は
せ
す
る
」
「
座
」
は
、
世
阿
弥
の
い
う

「
座
敷
」
の
「
座
」
に
通
じ
る
、
幽
玄
性
の
場
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
日
本
文
芸

に
お
け
る
中
世
的
発
想
の
劇
的
場
面
に
通
じ
る
系
譜
を
見
出
す
。
こ
れ
に
「
敷
」

の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
世
阿
弥
は
、
『
花
伝
書
』
 
（
第
三
「
問

答
条
々
」
篇
）
に
、
「
此
の
道
は
、
た
だ
、
花
が
能
の
命
」
と
説
き
、
 
（
第

七
）
「
別
紙
口
伝
」
篇
に
は
「
花
は
、
見
る
人
の
心
に
珍
ら
し
き
が
花
な
り
」

と
、
論
じ
て
、
「
申
楽
（
さ
る
が
く
）
も
、
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
こ
ろ
、
す

な
は
ち
面
白
き
心
な
り
。
」
 
「
花
と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
是
れ
三
つ

同
じ
心
な
り
、
」
と
述
べ
て
い
る
。

 
こ
の
「
面
白
き
心
」
は
、
「
言
ひ
あ
は
せ
す
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
」
の
「

を
か
し
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
「
言
ひ
含
は
す
」
と
い
う
の
は
、
詩
的

発
想
の
場
を
構
成
す
る
対
話
性
の
展
開
で
あ
る
。
言
語
行
為
に
お
け
る
詩
的
発

想
で
あ
る
。結

 
 
「
座
」
の
時
代
的
構
造

 
「
敷
」
と
い
う
語
は
、
周
知
の
如
く
、
『
古
事
記
』
、
『
万
葉
集
』
に
、
「

も
も
し
き
」
と
、
言
わ
れ
、
 
「
毛
毛
志
紀
」
 
「
百
磯
城
」
と
書
か
れ
、
 
「
百
敷

の
大
宮
処
」
、
「
百
敷
の
大
宮
入
」
或
い
は
、
「
宮
柱
太
敷
き
ま
す
」
 
「
天
皇

の
敷
き
ま
す
国
」
な
ど
、
 
「
敷
」
の
語
意
に
は
、
「
構
え
る
」
「
領
知
す
る
」

「
占
め
る
」
な
ど
の
意
義
が
あ
る
。
こ
の
「
敷
」
の
意
味
づ
け
る
、
「
局
」
の

構
成
は
、
 
「
座
」
の
意
味
の
変
動
に
伴
な
う
、
文
芸
、
な
い
し
芸
能
の
、
詩
的

発
想
の
面
に
、
時
代
的
意
義
を
も
た
ら
す
の
は
、
当
然
の
事
で
あ
る
。

 
明
衡
の
『
新
猿
楽
記
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
、
「
猿
楽
之
態
・
鳥
辮
之
詞
、

「
局
」
文
芸
と
「
座
敷
」
芸
能
に
就
い
て
一
中
世
交
芸
の
詩
的
発
想
と
そ
の
時
代
的
構
造
1

（57）



莫
二
不
二
断
レ
腸
解
F
願
者
上
也
」
と
い
っ
た
状
況
は
、
そ
れ
が
、
文
化
の
生
理

・
生
態
に
係
る
限
り
、
詩
人
の
眼
に
は
、
常
に
鮮
烈
な
印
象
と
し
て
受
け
留
め
ら

れ
る
。
清
少
納
言
が
、
道
隆
の
「
さ
る
が
う
言
」
す
る
様
-
淑
翌
夕
（
道
隆
の
二
女

原
子
）
が
春
宮
に
女
御
と
し
て
参
入
す
る
慶
事
i
を
背
景
に
捉
え
た
場
の
描
写

は
、
生
動
し
て
い
る
。
世
阿
弥
が
、
「
間
の
狂
言
」
の
幽
玄
性
を
強
調
し
た
意
味

に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
敷
」
の
標
識
に
見
出
さ
れ
る
「
も
の
」
の
生
理
が

「
ほ
ど
」
を
通
し
て
、
「
実
間
」
の
場
を
捉
え
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
紫
式
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

は
、
光
源
氏
が
「
夕
顔
」
の
宿
を
「
玉
の
壷
」
と
対
照
的
に
、
「
見
入
れ
の
程

 
 
 
む
 
 
む

な
く
、
．
も
の
は
か
な
き
住
居
を
、
あ
は
れ
に
、
〃
い
っ
こ
か
指
し
て
”
と
思
惟

す
る
実
間
と
し
て
転
換
さ
せ
て
い
る
。
 
「
世
の
中
は
、
い
つ
れ
か
指
し
て
我
が

な
ら
む
、
」
行
き
止
ま
る
を
ぞ
宿
と
定
む
る
」
 
（
『
古
今
集
』
）
と
、
「
思
ほ
し

な
せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ
事
な
り
。
」
 
（
「
夕
顔
の
巻
）
。
こ
の
境
地
を
、
「

行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
」
と
歌
っ
た
、
『
平
家
物
語
』
の
悲
劇
の

主
人
公
忠
度
の
境
地
と
、
比
較
す
べ
き
条
件
は
な
い
。
た
だ
、
共
通
す
る
も
の

は
、
「
座
」
の
時
代
的
意
義
が
、
「
局
」
と
「
座
敷
」
を
歴
史
的
に
連
帯
づ
け

る
「
敷
」
の
文
化
生
理
と
し
て
、
「
も
の
」
と
「
ほ
ど
」
を
実
間
的
発
想
の
場

に
お
い
て
、
い
か
に
表
現
、
な
い
し
演
出
し
て
い
る
か
の
点
で
あ
る
。

 
中
世
の
商
工
業
者
の
「
座
」
が
、
⑨
「
本
所
・
．
領
家
を
仰
ぐ
こ
と
」
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
特
殊
の
維
持
」
を
図
っ
た
如
く
に
、
諸
芸
能
者
も
、
 
「

座
」
に
よ
っ
て
、
組
織
を
固
め
た
。
『
新
猿
楽
記
』
に
観
ら
れ
る
如
き
芸
団

は
、
⑩
「
座
的
結
合
に
至
ら
ず
。
」
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
、
「
宮
座
の
影
響
」

を
受
け
、
・
「
地
方
村
落
に
基
礎
を
も
つ
猿
楽
座
の
成
立
」
を
観
る
に
至
っ
た
。

 
世
阿
弥
は
、
『
花
伝
書
』
に
、
「
一
座
」
 
「
当
座
」
と
い
っ
た
語
を
屡
ば
用

い
て
い
る
。
「
座
」
の
有
す
る
時
代
的
意
義
は
、
然
る
こ
と
な
が
ら
、
「
局
」

の
環
境
か
ら
発
展
し
た
「
座
」
の
性
格
、
な
い
し
意
義
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
「
座
」
の
意
義
は
開
放
的
に
拡
大
さ
れ
た
。
 
「
座
」
が
「
敷
」
を
通
し
て

拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
衆
性
を
帯
び
る
に
至
っ
た
。
中
世
的
性
格
の
構
想

で
あ
る
。
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