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俳
諮
と
は
、
九
七
五
の
定
型
詩
で
あ
る
「
俳
句
」
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
俳
句
を
と
り
入
れ
て
沸
か
れ
た
「
俳
文
」
や
、
「
紀
行
文
」
、

そ
れ
に
俳
句
に
関
す
る
評
論
を
取
扱
っ
た
「
俳
諭
」
等
の
分
野
に
わ
か
れ
る
の
で
あ
る
か
、
や
は
り
中
心
と
な
る
俳
句
に
最
も
大
き
な
ウ

ェ
イ
ト
か
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
俳
句
と
云
う
言
柴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
来
「
発

句
」
と
よ
ば
れ
て
、
「
連
歌
」
と
い
う
災
詩
型
の
第
一
番
目
に
詠
む
句
と
い
う
意
味
か
ら
、
発
句
の
語
が
生
れ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
、
連
歌
の
鹸
初
の
一
句
を
発
句
と
称
し
て
い
た
の
か
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
発
句
に
始
り
長
句
（
五
七
五
）
と
短
句
（
七
七
）

と
を
交
万
に
付
け
加
え
、
蚊
後
は
「
挙
句
」
又
は
「
結
句
」
で
結
び
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
歌
を
作
る
こ
と
の
一
方
に
於
て
、

発
句
だ
け
詠
む
と
云
う
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
耐
連
歌
の
狼
式
は
衰
え
て
も
発
句
の
方
は
盛
ん
と
な
り
、
や
が
て
芭
蕉
の
出
た
元
禄
時
代
に
入

日
本
文
学
と
し
て
全
く
独
特
な
も
の
に
「
俳
織
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
剛
に
生
れ
、
栄
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
説
や
随
蛾
等
そ
の

他
の
文
学
が
、
明
治
以
後
の
外
国
文
学
に
影
響
さ
れ
、
大
き
な
展
開
を
と
げ
た
の
に
較
べ
て
見
る
と
、
こ
れ
は
純
粋
に
日
本
独
自
の
短
詩

文
学
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
俳
緋
と
云
う
語
か
始
め
て
見
え
る
の
は
、
古
今
柴
の
中
に
「
俳
織
歌
」
と
あ
る
の
を
以
っ
て
初
め
て

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

俳
譜
文
学
に
現
れ
た
日
蓮
聖
人

一

上
田
本
昌
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３．
、

ま
た
求
鑑
と
ほ
ｒ
同
じ
頃
に
出
た
荒
木
剛
守
武
は
、
峨
初
述
歌
を
学
ん
だ
が
、
後
に
俳
譜
に
職
じ
、
宗
鑑
の
影
群
を
受
け
て
更
に
俳
譜
の

間
的
向
上
を
図
り
、
釈
鐺
の
「
淵
陦
味
‐
一
に
加
え
て
、
内
容
に
「
仙
位
」
を
持
た
せ
る
こ
と
に
努
力
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
腿
保

俳
諾
の
魁
と
し
て
い
る
。

る
と
、
発
句
だ
け
が
単
独
で
詠
ま
れ
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
ま
た
蕪
村
や
一
茶
の
天
明
時
代
に
な
る
と
連
歌
型
式
の
俳
譜
が
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
た
が
、
此
の
頃
に
は
す
で
に
「
述
句
」
と
云
う
名
称
が
生
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
降
っ
て
明
治
以
後
に
於
て
は
、
連
句
が

衰
退
し
、
も
っ
ぱ
ら
発
句
の
み
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
移
り
変
っ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
連
句
の
中
の
発
句
と
云
う
型
で
は
な
く
な
り
、
一

句
と
し
て
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
た
為
に
、
発
句
と
い
う
言
葉
は
自
然
に
そ
の
存
在
が
薄
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
俳
句
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
俳
句
と
い
う
言
葉
が
岐
初
に
使
わ
れ
た
の
は
、
明
和
の
頃
、
或
い
は
元
禄
時
代
に
す
で
に
あ
っ
た
と
の
説
も

あ
る
が
、
然
し
、
一
般
に
は
明
治
二
十
年
代
に
正
岡
子
規
か
、
俳
句
革
新
遮
動
を
起
し
て
よ
り
以
来
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

俳
譜
の
起
り
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
山
崎
宗
鑑
を
も
っ
て
、
そ
の
棚
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
俳
詰
の
性
質
か
ら
し
て
室
町
時

①

代
の
後
期
に
生
れ
た
飯
尾
宗
祇
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
俳
詰
が
連
歌
と
の
関
連
に
於
て

生
れ
た
点
か
ら
し
て
、
当
然
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
云
え
よ
う
。
彼
は
連
歌
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
、
漂
泊
の
詩
人
と
も

②

称
さ
れ
て
い
る
。
彼
よ
り
や
腿
遅
れ
て
室
町
時
代
の
末
期
に
、
現
れ
た
山
崎
宗
鑑
に
よ
り
、
俳
譜
は
よ
う
や
く
庶
民
の
も
の
と
し
て
、
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宗
祇
の
頃
は
正
式
な
連
歌
を
型
通
り
に
守
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
宗
鑑
は
こ
れ
に

む
し
ろ
反
擬
を
感
じ
、
謂
ば
貴
族
文
学
的
な
連
歌
に
対
し
て
、
庶
民
文
学
と
し
て
の
俳
譜
を
開
拓
し
て
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
の
で
あ

る
。
ま
た
彼
は
叩
に
俳
諮
を
起
し
た
と
云
う
だ
け
に
制
ま
ら
ず
、
そ
の
俳
譜
に
「
滑
構
味
」
を
磯
り
込
む
た
功
、
懸
祠
や
縁
語
を
豊
爾
に

と
り
入
れ
、
俳
諦
の
一
特
性
を
成
し
た
点
で
も
極
め
て
漉
目
に
伽
す
る
と
云
え
る
。
古
来
、
俳
諮
を
連
歌
よ
り
独
立
さ
せ
た
点
で
、
彼
を
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④

守
的
存
征
で
あ
む
た
よ
う
て
あ
る
ゞ
此
の
守
武
の
後
に
、
江
加
時
代
に
入
る
と
松
、
水
貞
徳
が
こ
れ
に
代
っ
て
大
い
に
俳
諸
を
鼓
吹
し
て
行

『
た
；
彼
は
こ
れ
を
り
災
と
し
て
、
慶
長
二
年
八
月
に
俳
諾
氷
匠
の
免
許
を
え
て
を
り
、
俳
壊
に
於
け
る
初
の
宗
匠
を
得
た
人
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
．
直
徳
の
俳
請
は
宗
鎧
・
守
武
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
優
美
性
を
も
っ
た
処
に
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

⑤

た
ん
な
る
「
碗
か
し
」
或
い
は
「
笑
い
」
で
は
な
く
、
優
し
い
も
の
を
求
め
る
心
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
江
獅
時
代
は
町
人
階
級
の
発
達
し
た
時
代
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
俳
埴
の
上
に
も
町
人
の
進
出
が
目
覚
ま
し
く
な
り
、
大

⑥

戦
を
中
心
と
す
る
町
人
衆
を
相
手
に
、
西
山
宗
因
が
「
談
林
派
」
を
起
し
、
貞
徳
の
京
都
上
方
を
中
心
と
す
る
優
美
さ
に
対
し
て
、
宗
因

ば
浪
化
は
あ
っ
て
側
山
硲
述
な
詠
法
を
特
色
と
し
て
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
談
林
か
ら
は
井
原
西
鶴
・
池
西
言
水
ら
が
出
て
、
一
時
盛
ん

と
な
っ
た
か
、
後
に
概
念
的
な
奇
想
に
走
り
す
ぎ
た
た
め
、
独
善
的
と
な
り
難
解
な
も
の
と
な
っ
て
次
第
に
薄
れ
て
行
っ
た
。
然
し
、
貞

門
と
談
林
と
の
間
に
は
、
し
ば
ノ
、
論
争
も
お
こ
な
わ
れ
、
俳
埴
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
一
段
と
隆
昌
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う

⑦

し
た
凱
逆
の
中
に
上
脇
鬼
貨
が
出
て
「
伊
丹
派
」
を
刺
し
、
従
来
の
酒
落
的
な
俳
請
を
、
純
然
た
る
美
文
学
の
域
に
商
め
て
行
っ
た
。
後

に
出
た
芭
蕉
も
彼
の
影
群
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
鬼
貫
の
作
風
は
自
然
脱
俗
で
あ
り
、
談
林
派
の
よ
う
な
作
為
が
見
ら
れ
ず
、

平
易
に
し
て
格
調
の
あ
る
と
こ
ろ
が
特
長
と
さ
れ
．
て
い
る
の
で
あ
る
。
池
田
秋
昊
氏
の
『
日
本
俳
諾
史
』
に
よ
れ
ば
彼
を
し
て
「
文
学
的

③

俳
句
の
第
一
声
を
掲
げ
た
る
も
の
」
と
み
な
し
て
い
る
程
で
あ
る
が
、
門
下
に
此
の
伊
丹
派
を
継
ぐ
者
が
不
幸
に
し
て
な
く
、
鬼
貫
と
ぼ

ｒ
同
時
代
に
出
た
松
尾
芭
蕉
に
よ
り
、
俳
域
は
全
く
統
一
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
、
芭
蕉
と
そ
の
一
門
に
よ
り
俳
譜
は
従
来
の
域
を
脱
し
、

文
学
と
し
て
大
成
し
て
行
っ
た
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

二

（ 3 ）



⑨

元
禄
時
代
の
文
学
は
、
芭
蕉
・
西
鶴
・
近
松
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
此
の
頃
の
俳
班
は
、
芭
蕪
に
よ

っ
て
風
朧
さ
れ
、
新
し
い
段
階
に
入
っ
て
行
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
俳
風
は
「
わ
び
」
又
は
「
さ
び
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
如
く
、
閑
寂
幽
玄
で
あ
っ
て
、
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
る
。
彼
は
造
化

に
順
応
し
て
造
化
に
帰
一
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
、
「
高
く
心
を
悟
り
て
侭
に
帰
る
べ
し
。
」
（
赤
冊
子
）
と
云
う
態
度
で
、
従
来
の
滑

稽
俳
譜
を
止
揚
し
、
更
に
彼
独
自
の
俳
諸
文
学
を
確
立
し
て
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
俳
句
を
中
心
と
し
て
、
紀

行
文
や
俳
諭
等
を
耕
し
、
そ
の
門
下
か
ら
は
江
戸
時
代
に
於
け
る
著
名
な
俳
人
だ
け
で
も
十
指
に
余
る
程
飛
出
し
、
そ
の
俳
埴
に
於
け
る
功

統
は
顕
著
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
岡
子
規
に
よ
れ
ば
、
「
俳
譜
と
云
う
語
は
洲
栫
の
通
な
り
と
解
釈
す
る
人
多
し
、
…
…

⑩

さ
れ
ど
、
芭
砿
己
後
の
俳
譜
は
、
幽
玄
間
尚
な
る
も
の
あ
り
て
、
必
ず
し
も
洲
稽
の
意
を
含
ま
ず
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
一
応
此
の
芭
無
を
「
俳
請
文
学
」
と
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
初
に
樅
い
て
、
所
論
の
目
標
と
す
る
Ｈ
蓮
聖
人
に
つ

い
て
の
観
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
ｃ
芭
蕉
が
出
て
活
雌
し
た
当
時
の
わ
が
雅
門
は
、
群
府
の
仏
教
保
畿
政
策
と
あ
い
ま
っ
て
、

学
徳
清
廉
な
人
材
が
多
数
乗
り
、
安
定
し
た
隆
昌
時
代
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
へ
）
即
ち
、
武
家
や
公
家
群
の
有
力
な
外
護
者
を
え
て
、

身
延
を
始
め
宗
門
各
地
の
寺
院
か
増
築
・
建
立
さ
れ
、
ま
た
関
東
や
関
西
方
面
に
は
人
材
養
成
の
た
め
の
植
林
が
増
設
さ
れ
、
ボ
義
も
磯

ん
と
な
っ
て
行
っ
た
。
又
一
方
で
は
寛
永
及
び
万
治
寛
文
年
間
の
不
受
不
施
問
題
が
起
り
、
社
会
的
に
も
大
き
な
反
群
を
呼
ん
で
い
た
時

代
に
、
ほ
ｘ
州
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
教
川
が
庶
民
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
ボ
門
の
棚
帥

や
行
事
が
、
当
時
の
俳
坑
に
何
辱
か
の
形
で
反
映
し
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

芭
無
の
俳
句
で
Ｈ
述
恥
人
に
関
連
し
た
も
の
と
云
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
の
に
、

（ 4）



御
命
識
や
油
の
や
う
な
酒
血
升
芭
雌

と
云
う
の
か
あ
る
。
此
の
句
は
あ
ま
り
に
も
称
名
で
あ
る
が
、
「
御
命
識
」
（
又
は
御
影
識
）
と
云
う
の
は
、
即
ち
「
御
会
式
」
の
こ
と

で
あ
り
、
Ⅲ
府
十
Ⅱ
十
三
日
に
池
上
で
宗
祖
か
入
滅
せ
ら
れ
た
御
聖
日
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
古
来
、
歳
時
記
の
中
で
は
、
ま
た
「
Ｈ
雌

⑪

瞳
」
と
も
称
し
、
十
月
の
季
語
中
で
は
股
も
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
典
一
つ
で
あ
る
。
高
浜
虚
子
編
の
「
季
寄
せ
」
に
よ
れ
ば
、
御

命
識
の
頂
が
次
の
如
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

十
月
十
三
日
は
日
蓮
の
寂
滅
し
た
日
で
あ
る
。
東
京
池
上
本
門
寺
は
そ
の
終
焉
の
地
で
、
御
命
講
の
最
も
磯
ん
な
地
で
あ
る
。
〔
萬

灯
〕
と
称
へ
て
造
花
で
飾
り
立
て
た
行
灯
を
押
し
立
て
、
剛
尉
太
鼓
を
叩
き
、
妙
号
を
唱
へ
て
行
く
信
者
が
絡
択
と
し
て
続
く
。
地

方
で
は
一
月
お
く
れ
や
陰
暦
の
ま
腿
行
は
れ
て
い
る
所
も
あ
る
。

愛
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
芭
雌
の
頃
す
で
に
「
御
命
識
」
と
云
う
言
葉
が
、
俳
句
の
上
で
「
季
語
」
と
し
て
一
般
に
縄
め
ら
れ
て
い
た

と
云
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
当
時
の
民
間
に
於
て
、
御
命
識
と
云
う
行
事
が
、
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
物
誘
る
も
の
て

あ
っ
て
、
脈
民
の
文
学
と
云
わ
れ
る
俳
諸
の
中
に
、
氷
祖
入
滅
の
聖
日
や
そ
の
行
事
か
、
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
脈
災
の
た

め
の
家
教
と
云
わ
れ
る
型
人
の
宗
旨
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
又
一
つ
に
は
、
当
時
の
間
蓮
救

剛
が
積
極
的
な
布
教
を
行
い
、
庶
民
の
間
で
相
当
に
強
い
関
心
を
も
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
推
論
さ
れ
る
写
と
云
う
の
は
俳
句
は

「
季
語
」
と
五
七
五
の
「
定
型
詩
」
と
云
う
二
つ
の
頭
要
な
特
長
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
中
の
季
語
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
行

事
」
に
関
す
る
季
語
は
そ
れ
相
当
の
一
般
性
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
一
部
の
地
方
で
極

く
わ
ず
か
な
人
々
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
行
事
で
あ
っ
て
は
、
季
語
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
難
い
こ
と
て
あ
る
Ｕ
此
の
点
か
ら
み
て
も

御
命
識
の
行
事
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
持
に
庶
民
の
間
で
磯
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
そ
の
噸
の
人
々
に
よ
っ

（ 5 ）



側
は
、
．

法
蕪
経
と
の
ミ
山
彦
も
烏
の
背
も

完
米

と
云
う
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
句
碑
の
三
間
に
ぞ
れ
八
、
一
句
ず
つ
三
人
の
句
が
ぼ
ら
れ
て
お
り
、
襲
而
に
は
、

て
詠
ま
れ
た
句
の
上
か
ら
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
右
に
挙
げ
た
芭
蕪
の
「
御
命
誰
」
の
句
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
句
が
般
初
に
入
集
し
た
の
は
、
元
禄
九
年
に
門
人
史
邦
の

編
集
し
た
『
芭
蝋
庵
小
文
庫
』
で
あ
っ
て
、
此
の
句
が
作
ら
れ
る
に
蕊
っ
た
経
紳
に
つ
い
て
は
、
芭
雌
の
残
後
に
、
同
じ
く
門
人
の
森
川

許
六
が
志
多
野
城
と
手
紙
で
俳
論
を
斗
わ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
手
紙
の
一
節
に
、

芭
蕪
翁
の
雑
談
の
折
に
、
日
蓮
の
御
沓
に
「
新
麦
一
斗
、
筍
三
本
、
油
の
や
う
な
酒
五
升
一
附
無
妙
法
蓮
華
経
と
回
向
い
た
し
候
」

と
い
う
の
が
あ
る
と
誌
さ
れ
た
の
で
、
自
分
は
、
さ
・
り
ば
「
御
命
誰
」
の
句
は
そ
れ
か
ら
取
ら
れ
た
の
か
、
…
…
（
風
俗
文
選
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
判
る
如
く
、
芭
蕪
が
宗
祖
の
書
い
た
御
蕎
に
、
よ
く
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
然
し
、
此
の
『
風
俗

文
選
』
に
絞
っ
て
い
る
「
日
蓮
の
御
書
」
と
称
す
る
一
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
全
く
同
一
の
文
単
を
も
っ
た
御
諜
が
な
く
、
現
行
の

『
昭
和
定
本
・
日
通
聖
人
御
諜
全
集
』
の
中
に
も
見
当
ら
な
い
。
｝
．
）
れ
は
恐
ら
く
そ
の
当
時
、
こ
の
一
文
、
或
い
は
こ
れ
に
類
す
る
一
文

⑫

が
「
日
蓮
の
御
諜
」
と
し
て
存
在
し
珍
覗
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
え
る
。
現
在
、
身
延
山
花
之
坊
の
入
口
附
近
に
、
此

の
句
碑
が
姓
て
ら
れ
て
あ
る
が
、
す
っ
か
り
古
び
て
文
字
も
は
っ
き
り
読
み
と
れ
な
い
位
い
で
あ
る
。
そ
の
正
面
は
に
御
命
諦
の
句
が
き

ざ
ま
れ
、
右
側
に
は
、

此
山

と
き
ざ
ま
れ
て
あ
る
。

の
志
げ
り
や
妙
の
一
宇
よ
り

勢
太

い
叩
価
一
Ｐ
印
へ
や

ら
ん
と
つ

蓼
太
と
云
う
の
は
蕪
門
服
部
嵐
雪
の
門
下
で
、
姓
は
大
鳥
、
雲
中
庵
三
趾
を
継
い
だ
人
で
あ
る
。
ま
た
句
碑
の
左

（6）



と
伽
立
の
年
時
か
示
さ
れ
て
あ
る
。
従
っ
て
身
延
山
の
此
の
句
碑
は
離
翁
捜
後
、
琴
八
室
年
た
つ
．
て
か
ら
池
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

■

此
の
句
岬
は
、
謬
太
の
句
か
ら
俳
号
を
と
っ
た
地
元
の
俳
人
た
る
一
宇
庵
悔
も
皿
が
鍵
立
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
疎
翁
が

身
延
へ
参
詣
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
こ
れ
を
証
す
る
資
料
が
一
つ
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
俳
識
研
究
家
の
間

で
も
、
恐
ら
く
此
の
句
は
池
上
の
御
命
講
に
因
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
翁
は
こ
の
句
の
ほ
か
に
も
、

ｑ

墹
鶏
頭
切
り
つ
く
し
た
る
御
命
識
芭
砿

と
云
う
句
を
遺
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
五
年
の
「
忘
れ
枕
」
に
収
秘
ら
れ
て
い
ぁ
も
の
で
あ
り
、
前
の
句
と
比
鮫
し
て
み
た
と
き
、

「
酒
弧
升
』
の
句
か
「
日
通
の
御
諜
」
を
よ
り
所
と
し
て
作
ら
れ
た
の
に
対
し
、
「
対
鶏
頭
」
の
句
は
、
Ⅲ
暦
十
〃
の
庭
に
残
り
咲
く
単

花
を
切
り
尽
し
て
、
御
命
識
の
供
華
と
し
た
と
云
う
、
状
紫
拙
写
に
よ
っ
て
一
句
が
描
成
さ
れ
て
い
る
。
一
読
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
む
し

ろ
前
省
よ
り
も
後
者
の
方
が
、
芭
熊
の
句
の
特
徴
と
云
わ
れ
て
い
る
「
さ
び
」
の
き
い
た
句
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

芭
雌
の
唖
か
、
Ｄ
現
在
に
至
る
ま
で
、
家
柵
に
関
係
し
た
季
語
と
し
て
、
俳
句
界
に
公
偲
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
此
の
「
御
命
榊
」
か
唯

一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
述
し
て
、
後
に
「
蔑
灯
」
が
季
語
と
し
て
認
め
ら
れ
、
班
に
「
御
命
識
」
の
別
称
と
し
て
「
日
蓮
忌
」

及
び
「
お
会
式
」
が
季
語
と
し
て
登
場
し
て
来
て
い
る
。
或
い
は
又
「
万
灯
」
と
の
関
逃
に
於
て
、
「
御
命
識
花
』
と
云
う
季
語
も
使
川

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
此
の
御
命
誰
花
と
云
う
の
は
、
鯆
僧
の
檀
家
か
ら
、
細
く
削
っ
た
竹
に
小
さ
い
白
や
紅
の
造
花
を
つ
け
た
も

の
を
奉
納
し
、
参
拝
者
が
一
本
宛
撚
っ
て
来
て
、
仏
峨
に
押
す
習
仙
と
な
っ
て
い
る
。

天
保
垂
年
辛
卯
仲
夏
雄
之

三

（ 7 ）



十
一
月
：
：
・
御
取
越
。
十
夜
。
冬
安
居
。
親
鷲
瞳

十
二
Ⅱ
…
．
：
臘
八
会
。
人
帥
拙
。
札
納
。
除
夜
の
飾
・

こ
れ
ら
が
大
体
代
表
的
な
季
語
と
云
え
る
。
別
称
等
附
随
季
語
を
入
れ
る
と
、
そ
の
数
は
も
っ
と
増
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
に
掲
げ
た

の
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
Ｌ
主
た
る
季
語
で
あ
り
、
日
蓮
宗
関
係
と
し
て
は
、
前
記
の
御
命
講
が
直
接
関
係
を
も
っ
た
唯
一
の
季

語
と
云
え
る
。
「
寒
垢
離
」
と
云
う
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
寒
中
の
水
行
を
指
し
、
必
ず
し
も
本
宗
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
御
命
講
に
関
す
る
句
に
つ
い
て
、
芭
熊
以
外
の
俳
人
に
つ
き
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
拾
っ
て
行
っ
て
み
よ
う
。
元
禄

⑬

時
代
は
主
と
し
て
熊
門
の
勢
力
が
俳
域
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
森
川
許
六
も
そ
の
門
人
で
芭
翁
晩
年
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
彼

沁
来
、
俳
句
の
中
に
は
仏
教
に
関
連
し
た
季
語
か
相
当
数
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

正
月
…
…
初
詣
。
初
法
話
。
寒
修
行
。
初
錐
師
。

二
月
・
・
・
…
追
僻
。
初
午
。
浬
梁
会
。

三
月
…
・
・
御
水
取
。
彼
岸
。
開
扉
。

四
月
…
：
．
潅
仏
会
。
十
三
詣
。
御
影
供
。
法
然
忌
。
壬
生
念
仏
。
御
身
拭
。

三
月
…
・
・
御
水
取
。
彼
竺

四
月
…
：
．
潅
仏
会
。
十
一

五
月
…
…
安
居
。
夏
諜
。

七
月
…
…
御
来
迎
。
間
砕

八
月
・
…
：
遊
蘭
盆
（
旧
岼

九
月
…
秋
彼
岸
。
遊
春

十
月
・
…
・
・
御
命
講
。
達
嘩

間

魔

達

磨
術
。

（
旧
勝
）
・

遊
行
忌
。

息
。

施
餓
鬼
。
解
夏
。
六
奇
念
仏
。
地
蔵
盆
。

そ
の
主
た
る
も
を
の
挙
げ
て
み
る
と
、

（8）



こ
う
べ

御
影
誰
や
顔
の
青
き
新
比
丘
尼
許
六

と
云
う
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
り
た
て
の
宵
い
蛾
を
ふ
り
た
て
な
が
ら
、
赫
発
地
の
旭
僻
が
忙
し
そ
う
に
抑
命
術
の
準
備
な
ど
し
て
い

る
状
況
が
窺
れ
る
。
許
六
は
元
彦
根
の
藩
士
で
あ
り
、
不
遜
に
し
て
虚
勢
を
強
っ
た
態
度
か
。
Ｄ
、
俳
峨
に
茄
す
る
処
は
極
防
て
稀
れ
で
あ

為
、
と
の
批
判
も
一
部
に
於
て
起
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
彼
も
又
「
日
蓮
の
御
諜
」
に
目
を
通
し
、
宗
棚
に
少
な
か
ら

ず
関
心
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
の
二
句
か
ら
し
て
も
肯
け
る
で
あ
ろ
う
。

り
っ
て
い

次
に
、
天
明
時
代
以
降
の
俳
人
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
、
事
和
元
年
版
の
『
瀧
亭
句
染
』
冬
の
部
に
、

御
形
識
や
さ
凡
は
り
な
し
の
松
が
崎
葎
亭

と
云
う
の
が
あ
る
。
此
の
句
の
ハ
さ
典
Ｖ
と
は
、
恐
ら
く
は
酒
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
芭
焦
の
「
油
の
よ
う
な
酒
」
の
句
を
、
ふ

ば
ｒ
ん
し
民
ら
ざ
ん

ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。
作
者
の
葎
亭
と
云
う
の
は
、
熊
門
早
野
巴
人
の
門
下
で
、
三
宅
峨
山
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

蕪
翁
の
句
が
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
雌
く
な
い
。
八
は
り
な
し
Ｖ
の
八
ば
り
Ｖ
は
、
柵
え
設
け
る
と
云
う
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
で
、
酒
の
準
備
の
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
松
が
崎
と
云
う
の
は
、
当
時
洛
北
に
於

⑭

て
栄
え
た
松
が
崎
植
林
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
え
る
、
佐
渡
に
も
松
が
崎
が
あ
る
が
、
句
の
感
じ
か
ら
洛
北
を
指
し
て
い
る
よ

糖
心
の
多
き
大
工
や
御
影
識
許
六

と
云
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
信
心
深
い
大
工
職
人
が
一
心
に
刀
灯
で
も
造
っ
て
い
る
状
紫
を
、
述
べ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

或
い
は
寺
普
諦
を
し
て
い
る
大
工
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
前
者
の
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
も
う
一
旬
許

六
の
作
に
、

の
作
に
、
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剥
訓

と
云
う
の
が
あ
る
か
、

子る と
のがは

、 、

う
で
あ
り
、
械
林
で
は
平
素
禁
酒
の
制
が
施
か
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
「
さ
鳥
は
り
な
し
」
即
ち
校
林
の
御
命
諦
に
は
、
酒
の
用
意
が

し
て
な
い
こ
と
の
意
と
解
し
得
よ
う
。
ま
た
古
語
で
ハ
さ
さ
は
り
Ｖ
と
云
う
語
は
、
ハ
さ
Ｖ
は
接
頭
語
で
あ
り
、
八
さ
は
り
Ｖ
は
妨
げ
、

故
障
、
の
意
を
表
す
言
莱
と
さ
れ
て
を
り
、
支
障
な
く
無
事
に
御
命
誰
の
済
ん
だ
と
云
う
こ
と
を
掛
け
合
せ
た
「
懸
詞
」
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
、
同
じ
瀧
亭
の
句
に
、

か
た
ま
り
し
善
哉
餅
や
御
影
識
瀧
亭

凸
呑
式
一

と
云
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
酒
の
代
り
に
善
哉
餅
を
用
い
た
御
影
誹
と
云
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
善
哉
餅
」
は

「
じ
ざ
い
も
ち
」
と
も
「
し
る
こ
餅
」
と
も
い
い
、
関
西
方
面
で
は
専
ら
善
哉
餅
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
寛
永
十
五
年
西
武
撰
の

た
か
つ
く
鰹

⑮

『
鷹
筑
波
集
』
に
は
内
海
長
衛
門
久
重
の
「
よ
き
か
な
や
影
も
ぜ
ん
ざ
い
も
ち
月
夜
」
と
云
う
句
が
見
え
、
『
鹿
苑
日
録
』
に
は
慶
長
十

二
年
正
月
四
日
の
項
に
、
善
哉
餅
の
名
が
出
て
い
る
処
か
ら
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
、
既
に
こ
れ
が
川
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
が
ん

次
に
、
山
口
紫
堂
の
門
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
瀧
口
素
丸
の
句
に
、

下
戸
な
ら
ぬ
餅
も
咲
き
け
り
御
命
誰
素
丸

の
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
門
人
絢
堂
が
寛
政
八
年
に
編
集
し
た
『
素
丸
発
句
染
』
冬
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
餅
も
咲
き
け
り
」

と
は
、
当
時
よ
り
御
命
識
に
は
よ
く
餅
を
描
い
て
供
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
現
在
で
も
御
会
式
に
餅
を
供
え
る
慨
し
が
続
い
て
い

る
が
、
所
に
よ
っ
て
は
、
「
餅
花
」
と
称
し
て
水
の
枝
に
餅
だ
ん
ご
を
飾
り
、
こ
れ
を
供
え
る
風
習
も
あ
る
。
新
し
い
処
で
は
、
筒
浜
虚

の
餅
の
住
や
お
命
識
雌
子

現
在
こ
の
句
の
如
く
、
「
餅
住
」
を
供
え
る
処
も
あ
る
の
で
あ
為
の
尚
、
こ
の
餅
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
一
年
の
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等
の
句
も
見
ら
れ
て
い
る
。

⑯

次
に
天
明
俳
輔
の
名
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
与
謝
蕪
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
御
命
誰
に
関
す
る
句
に
は
次
の
一
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。

、
御
Ｉ
影
誰
の
蓮
や
こ
が
ね
の
作
り
花
蕪
村

§
わ
し

『
俳
譜
猿
灘
師
』
（
純
文
樅
）
の
中
に
、

お
命
誰
に
上
戸
も
餅
の
一
座
哉
汝
江

と
云
う
の
が
見
え
て
お
り
、
御
会
式
に
柴
っ
た
一
同
僧
俗
に
、
餅
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
戸
も
下
戸
も
御
会
式
の
餅
を
、

或
い
は
関
山
な
ど
で
は
諜
哉
じ
る
こ
と
し
て
、
食
べ
会
う
会
式
の
つ
ど
い
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
素
丸
発
句
集
に
は
、

冬
枯
の
世
を
花
に
す
る
会
式
哉
素
丸

か
れ
て
行
く
人
目
を
紅
に
会
式
口
同

と
の
・
一
句
が
あ
る
。
何
れ
も
お
会
式
の
「
謝
灯
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
え
る
。
特
に
雌
初
の
一
句
は
菊
鶏
頭
そ
の
他
の
草
花
が
枯
れ

尽
し
た
初
冬
の
世
に
、
紙
の
造
花
を
紅
に
染
め
て
飾
り
た
て
た
万
灯
を
か
ざ
し
て
、
会
式
の
行
事
を
お
こ
な
う
様
子
が
、
た
く
み
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
此
等
の
俳
句
か
ら
受
け
る
感
じ
は
、
当
時
の
お
命
講
が
相
当
な
賑
い
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
盛
ん
と
な
っ
て
お
り
、
宗

棚
滅
後
す
で
に
五
百
余
年
を
経
て
お
る
処
か
ら
、
御
会
式
が
「
お
祭
」
化
し
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
欝
灯

に
つ
い
て
は
、
順
子
の
『
新
歳
時
記
』
に
、

萬瑠

灯端

の
の

紙
花

の
さ
く
ら

真

白

に

浮や

みお

け命

識り

雨蓬

径文
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こ
の
句
に
は
、
「
伝
灯
の
光
を
か
典
げ
て
、
古
里
虹
が
三
十
三
回
の
遠
忌
を
と
ぶ
ら
ふ
に
申
つ
か
は
す
。
」
と
云
う
前
書
が
付
け
ら
れ
て

い
る
。
此
の
句
は
天
明
二
年
の
作
で
あ
る
が
、
前
書
と
の
関
係
か
ら
云
っ
て
脳
呈
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蕪
村
に
つ
い
て
は
詳
し
く

論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
芭
蕪
と
比
較
す
る
と
、
極
め
て
対
象
的
な
作
風
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
芭
蕪
は
水
晶
の
世
界
、

即
ち
静
的
で
あ
り
、
蕪
村
は
色
彩
の
世
界
、
即
ち
動
的
で
あ
る
。
枯
淡
と
き
ら
び
や
か
、
と
云
う
風
な
特
長
が
あ
っ
た
と
云
え
る
。
此
の

句
に
も
そ
う
し
た
蕪
村
の
作
風
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
よ
う
。
御
影
識
花
に
「
こ
が
れ
の
造
花
」
と
し
て
蓮
を
こ
し
ら
え
た
と
云

う
あ
た
り
、
一
つ
に
は
回
忌
の
た
め
の
追
悼
句
と
し
て
の
愈
味
も
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
一
秘
の
き
ら
び
や
か
さ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

又
、
此
の
時
代
の
有
名
な
俳
人
、
一
茶
は
、
浄
土
念
仏
関
係
の
句
が
多
く
、
宗
祖
に
関
す
る
句
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
て
い
な
い
。

天
明
俳
班
に
於
て
、
無
村
と
共
に
名
家
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
る
の
が
炭
太
緬
で
あ
る
。
彼
は
主
と
し
て
人
事
句
に
す
ぐ
れ
て
そ
の
才

を
発
揮
し
て
い
る
。
彼
の
没
後
、
門
弟
ら
に
よ
っ
て
『
太
祇
句
選
』
が
編
架
さ
れ
、
明
和
九
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

御
命
識
の
華
の
あ
る
じ
ゃ
女
形
太
祇

と
云
う
一
句
が
あ
る
。
「
女
形
」
と
は
芝
居
役
者
の
女
役
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
噸
は
脈
災
の
嬢
楽
と
し
て
芝
居
・
浄
墹
璃
等
が
磯

ん
と
な
っ
て
来
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
衆
華
な
刀
灯
の
主
が
花
形
の
女
役
者
で
あ
っ
た
と
云
う
あ
た
り
に
、
此
の
句
を
辿
し
て
、
御

命
誰
即
ち
日
蓮
聖
人
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
庶
民
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
行
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
か
出
来
る
の
で
あ
る
。
大
工
職
人

か
ら
酒
好
き
の
町
人
、
替
競
好
み
の
関
西
人
、
更
に
は
芝
居
の
役
者
、
等
あ
ら
ゆ
る
階
肘
に
わ
た
っ
て
、
素
朴
な
が
ら
心
の
こ
も
っ
た
御

命
誰
の
行
蛎
が
、
次
第
に
宗
祖
を
慕
う
気
持
の
商
ま
り
と
相
い
ま
っ
て
、
会
式
行
事
が
や
が
て
磯
大
な
祭
り
の
よ
う
な
賑
や
か
さ
を
加

え
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
と
っ
て
、
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
年
中
の
主
要
行
事
と
化
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
又

此
の
太
祇
の
句
と
句
柄
の
上
で
通
ず
る
も
の
に
、
先
き
に
出
た
『
素
丸
発
句
集
』
中
に
、
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か
け
い

次
に
、
同
じ
く
御
命
誰
を
扱
っ
た
句
で
も
、
少
々
形
を
変
え
た
句
を
拾
っ
て
み
る
と
、
元
録
六
年
に
山
本
荷
今
に
よ
っ
て
撰
出
さ
れ
た

め
ら
の
こ
う
Ｌ
ゆ
う

『
峨
野
後
集
』
第
六
、
釈
教
の
部
に
、
ハ
日
蓮
忌
Ｖ
と
云
う
前
書
が
あ
っ
て
、

あ
ら
さ
む
・
の
仏
さ
ま
か
な
十
三
日

傘
下

と
云
う
句
が
あ
る
。
当
時
は
勿
論
旧
脾
で
あ
っ
た
か
ら
、
寒
さ
が
身
に
泌
む
頃
で
あ
り
、
滑
稀
味
を
充
分
に
持
た
せ
た
作
と
し
て
而
白
い
。

上
人
の
卯
に
箔
お
け
御
命
識
史
邦

こ
れ
は
前
出
の
一
一
“
芭
焦
庵
小
文
暉
』
編
者
史
邦
の
作
で
あ
る
が
、
此
の
句
も
又
滑
稽
味
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
恐
ら
く
は
上
人

像
の
顔
の
一
部
に
金
諭
が
は
げ
て
い
る
処
が
現
れ
、
た
ま
ノ
１
、
作
者
が
参
列
し
た
御
命
識
で
、
そ
れ
が
眼
に
止
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
へ
．

あ
り
そ
う
み

元
献
八
年
、
浪
化
上
人
撰
の
『
布
磯
海
』
に
、
「
小
倉
山
常
寂
寺
に
て
」
と
云
う
前
書
が
あ
っ
て
、

御
命
識
や
あ
‐
と
の
月
に
は
月
の
友
荒
椎

と
云
う
の
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
前
耕
に
あ
る
通
り
、
現
在
戒
都
市
右
廉
区
嶬
峨
小
倉
山
町
に
あ
る
常
寂
光
寺
で
の
作
で
あ
り
、
「
小
倉

山
」
と
云
う
凡
の
名
所
と
し
て
の
名
に
合
せ
て
、
御
命
誰
に
染
っ
た
信
徒
ら
が
、
そ
の
後
、
月
の
宴
を
張
っ
て
語
り
合
っ
て
い
る
団
索
を

。

Ｏ

詠
っ
た
も
の
と
思
え
る
。
又
一
つ
に
は
日
蓮
忌
の
後
は
月
見
の
宴
を
催
す
と
云
う
、
趣
向
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
し
て
江
戸
時
代
に
於
け
る
俳
埴
の
内
か
ら
、
主
た
る
も
の
を
挙
げ
、
御
命
誰
に
関
連
し
た
句
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
明
治

⑬

以
後
の
俳
坑
に
就
い
て
側
を
向
け
て
み
る
と
、
正
岡
子
規
が
中
心
人
物
と
し
て
大
き
え
浮
び
上
っ
て
来
る
。
彼
は
近
代
俳
句
の
父
と
茨
っ

、
い
、
り
○

襟
元
に
湖

の
ぬ
け
ぬ
会
．
式
哉
素
丸
・

と
云
う
の
が
あ
る
。
太
祇
の
句
に
あ
為
「
女
形
」
を
じ
か
に
表
現
し
た
よ
う
な
感
じ
の
す
る
句
と
し
て
み
た
と
き
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
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の
と
思
わ
れ
る
。

⑲

次
に
、
子
規
の
門
で
そ
の
道
を
継
承
し
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
主
宰
し
た
商
浜
雌
子
の
編
に
よ
る
『
季
寄
せ
』
に
は
、
前
出
し
た
悩
雌
の

「
油
の
や
う
な
酒
五
升
」
の
句
の
外
に
、

十
ば
か
り
柿
も
樹
に
お
く
会
式
か
な
蒼
糺

お
命
誰
か
＄
は
り
な
し
や
余
所
の
寺
背
畝

万
灯
の
中
を
万
灯
ゆ
き
に
け
リ
白
草
居

の
三
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
鋪
一
句
と
第
二
句
は
地
方
に
於
け
る
寺
院
の
お
会
式
を
詠
い
、
第
三
句
は
池
上
の
如
く
大
寺
に
打
ち
奇
せ

て
も
よ
い
存
在
で
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
の
「
月
並
」
や
「
陳
腐
」
に
堕
し
た
俳
句
を
、
正
道
に
導
き
、
俳
譜
の
復
興
に
つ
と
め
、
文
学

と
し
て
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
明
治
廿
八
年
の
『
寒
山
落
木
』
巻
四
に
は
、

日
の
人
や
法
師
居
並
ぶ
御
命
誰
子
規

佐
渡
へ
行
く
舟
呼
び
も
ど
せ
御
命
拙
司

の
二
句
が
職
っ
て
い
る
。
第
一
句
の
「
Ｈ
の
人
」
と
は
、
Ｈ
池
蝿
人
或
い
は
そ
の
教
団
を
指
し
て
を
り
、
第
二
句
目
の
「
佐
波
へ
行
く
舟

呼
び
も
ど
せ
」
は
、
日
蓮
梨
人
の
佐
渡
流
罪
を
ふ
ま
え
て
の
句
と
思
え
る
。
「
Ｈ
の
人
」
或
い
は
「
呼
び
も
ど
せ
』
と
云
う
表
現
の
中
に

は
、
宗
組
に
対
す
る
子
規
の
深
い
関
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
此
の
点
に
つ
い
て
は
、
又
後
に
詳
述
す
る
が
、
雅
棚
の
伝

記
・
宗
義
に
も
少
な
か
ら
ず
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
句
、

御
命
講
の
花
か
つ
ぎ
行
く
夕
日
没
子
規

と
云
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
三
十
一
年
の
作
で
、
恐
ら
く
は
本
門
寺
辺
の
万
灯
が
、
夕
日
に
映
え
つ
つ
行
く
状
紫
を
と
ら
え
た
も
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兜
々
し
さ
、
何
物
を
も
恐
れ
ぬ
丈
夫
さ
、
が
感
じ
、
い
れ
る
。
こ
れ
は
「
日
述
今
生
に
は
貧
窮
下
賎
の
者
と
生
れ
、
航
陀
雑
（
漁
者
）
が
家

⑳

よ
り
出
た
り
。
」
と
述
べ
て
、
漁
夫
の
子
と
し
て
生
れ
た
こ
と
を
少
し
も
意
に
介
せ
ず
、
む
し
ろ
誇
り
に
さ
え
思
っ
て
お
ら
れ
た
宗
祖

が
、
法
華
経
の
た
め
敢
然
と
し
て
如
何
な
る
迫
害
に
も
折
れ
ず
、
勇
壮
に
立
ち
向
っ
て
行
か
れ
た
そ
の
勇
姿
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
又

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
の
正
岡
子
規
に
「
日
通
読
」
と
云
う
前
響
の
も
と
、

る
方
灯
の
波
を
句
に
し
た
も
の
と
思
え
る
。
ま
た
次
に
、
商
木
箭
棚
細
の
『
新
修
歳
馴
記
』
に
峰
次
の
弧
句
が
戦
せ
ら
れ
て
い
為
。

弱
き
心
法
披
励
ま
す
御
命
．
．
識
岫
雲

法
力
に
秋
ｆ
顔
や
太
鼓
衆
極
浦

ぉ
命
識
や
立
ち
届
っ
拝
む
二
法
師
鬼
城

佐
渡
ヶ
烏
の
貧
乏
村
や
日
遮
忌
鼓
竹

鯨
突
く
漁
夫
も
参
り
ぬ
御
命
識
碧
明

此
の
中
、
一
句
と
二
句
は
共
に
万
灯
の
行
列
に
つ
く
会
式
太
鼓
を
指
し
て
を
リ
、
さ
な
が
ら
弱
き
心
を
励
ま
し
、
法
力
を
盛
り
上
げ
る
が

如
く
に
響
く
法
鼓
で
、
無
信
心
の
者
が
見
聞
し
て
も
、
勇
壮
淵
達
な
気
持
を
湧
か
せ
る
だ
け
の
力
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
の

句
に
な
る
と
、
峨
早
や
「
御
命
識
」
と
云
う
言
梁
の
持
つ
感
じ
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
御
会
式
」
或
い
は
「
万
灯
行
列
」
と
云
う
言
葉
の
方

が
、
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
、
訓
は
ば
祭
り
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
近
代
庶
民
の
間
に
惨
透
し
て
行
っ
た
よ
う
に
思
え
て
来
る
の
で
あ

る
。
四
句
目
は
、
宗
祖
在
烏
三
年
に
及
ぶ
佐
渡
ヶ
烏
に
於
け
る
日
述
忌
で
あ
る
が
、
孤
島
の
黄
乏
村
に
於
て
さ
え
も
、
尚
か
つ
流
罪
の
身

と
し
て
渡
っ
た
土
地
で
、
御
命
講
が
た
と
え
さ
典
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
営
ま
れ
て
い
る
と
云
う
処
に
、
此
の
句
を
通
し
て
聖

人
の
偉
大
さ
を
味
う
こ
と
か
出
来
る
。
雌
後
の
五
句
目
は
、
漁
村
に
於
け
る
御
会
式
風
紫
で
あ
る
が
、
「
鯨
突
く
」
と
云
う
言
葉
か
ら
は
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鰊
つ
く
漁
夫
と
も
な
ら
で
坊
主
殻
子
蜆

と
云
う
句
が
あ
る
。
明
治
川
五
年
の
作
で
あ
る
が
、
漁
夫
の
家
か
ら
出
て
沙
門
と
な
り
、
世
を
救
い
剛
を
助
け
よ
う
と
献
身
さ
れ
た
処

に
、
深
い
感
銘
を
持
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
句
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
漁
夫
』
と
「
坊
主
」
の
二
語
を
対
応
さ
せ
て
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
ま
と

め
て
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、
前
書
の
「
Ｈ
蓮
識
」
と
云
う
点
か
ら
み
た
と
き
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
内
容

を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

み
旗
し
ぐ
り

其
角
撰
に
よ
る
一
『
虚
栗
』
に
は
、

先
ず
寛
永
十
五
年
の
一
『
聡
筑
波
』
に
、
「
妙
満
寺
成
就
院
に
て
」
と
云
う
前
書
が
あ
り
、

み

日
蓮
の
御
光
か
月
も
十
三
夜
西
武

と
云
う
の
が
見
ら
れ
る
。
何
れ
の
地
に
樅
る
妙
澗
寺
を
指
し
て
い
る
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
聖
人
の
御
威
光
を
、
暗
夜
の
照
寸
十
三
夜
の

月
明
に
蝶
え
て
い
る
も
の
と
、
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「
如
日
月
光
明
」
の
型
徳
を
表
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
天
和
三
年
の

日
蓮
よ
梢
に
蝉
の
鴫
く
時
は
其
角

と
云
う
句
が
減
っ
て
い
る
。
此
の
句
に
は
．
品
の
宿
坊
に
て
」
と
云
う
前
譜
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
一
品
と
云
う
の
は
人
名
で
あ

り
、
恐
ら
く
は
其
角
の
門
人
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
え
る
。
又
そ
の
宿
坊
に
つ
い
て
、
何
れ
の
地
を
指
し
て
い
る
か
は
判
然

っ
て
見
よ
う
。

御
命
識
に
関
す
る
句
を
中
心
と
し
て
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
御
命
識
以
外
の
句
で
日
蓮
聖
人
に
関
す
る
代
表
的
な
作
品
を
拾

四
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享
保
年
間
越
人
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
『
庭
迩
集
』
に
よ
る
と
、
「
日
遮
上
人
念
仏
無
間
諦
宗
無
得
道
と
の
建
立
。
首
を
切
”
テ
ソ
太
刀

折
し
梅
桑
降
犀
星
謬
」
と
の
前
書
が
あ
っ
て
、

梅
に
降
る
星
や
袈
裟
掛
け
松
の
徳
水
尺

Ｏ

と
し
て
い
な
い
が
、
句
の
中
の
蝉
は
法
師
蝉
と
解
し
て
み
た
と
き
、
興
味
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
為
で
あ
ろ
う
。
「
Ｈ
蓮
よ
」
と
云
う

語
法
の
面
か
ら
も
、
聖
人
に
対
し
て
身
近
か
な
も
の
を
、
作
者
自
身
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
荷
今
の
『
砿
野
集
』

巻
八
に
は
、
「
鎌
倉
の
安
田
諭
寺
に
て
」
と
云
う
前
番
が
あ
っ
て
、

た
う
と
さ
の
涙
や
直
に
水
る
ら
ん
越
人

と
の
句
が
見
ら
れ
る
。
元
禄
二
年
に
鋪
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
立
正
安
国
」
を
強
調
さ
れ
た
聖
人
を
し
の
ん
で
の
作
で
あ
る
。
此
の

句
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
「
鳥
と
虫
は
鳴
け
ど
も
な
み
だ
を
ち
ず
、
日
通
は
な
か
ね
ど
も
な
み
だ
ひ
ま
な
し
。
此
の
な
み
だ
世
間
の

⑳

事
に
は
非
ず
。
但
だ
偏
に
法
華
経
の
故
也
。
」
と
云
わ
れ
た
棚
文
で
あ
る
。
丁
五
の
「
氷
る
ら
ん
」
に
は
、
世
俗
の
涙
と
巡
っ
た
ハ
厳
し

さ
Ｖ
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
『
芭
蕉
庵
小
文
陣
』
に
は
、
「
真
間
寺
楓
‐
一
と
云
う
前
諜

か
と
思
う
。

日
蓮
の
．
野
に
も
み
へ
ず
若
槻
史
邦

と
云
う
の
が
あ
る
。
真
間
と
は
千
葉
県
市
川
の
弘
法
寺
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
鵬
え
る
。
初
夏
の
寺
苑
に
み
ず
ノ
、
し
い

若
楓
が
も
え
い
で
て
居
り
、
聖
人
も
こ
う
し
た
風
殻
を
目
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
砿
に
残
っ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
だ
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
計
に
も
み
へ
ず
」
と
云
う
あ
た
り
、
作
者
史
邦
は
芭
蕉
と
同
様
に
聖
人
の
御
書
を
相
当
広
く
見
て
い
た
の
で
は
な
い

が
あ
っ
て
、
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’
な
づ
ま
や
二
打
三
打
鋺
沢
蕪
村

こ
れ
は
明
和
七
年
八
月
の
作
で
、
鎌
倉
で
「
稲
妻
」
と
云
う
題
の
も
と
で
作
ら
れ
た
中
の
一
つ
で
あ
る
。
二
打
三
打
は
又
別
の
書
に
よ
る

と
「
二
折
三
折
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
あ
り
、
共
に
聖
人
が
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
太
刀
取
の
太
刀
が
、
普
門
品
所

説
の
如
く
「
刀
尋
段
々
壊
」
と
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
巧
み
な
も
の
と
云
え
る
。
尚
、
「
劔
沢
」
に
つ
い
て
、
相
模

圃
足
柄
郡
に
そ
の
地
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
鎌
倉
か
ら
離
れ
過
ぎ
て
し
ま
い
、
迩
口
法
難
と
も
雌
関
係
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
恐
ら
く

は
竜
口
を
指
し
た
縁
語
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
る
。

次
に
、
安
永
六
年
版
の
『
蓼
太
句
集
〆
一
に
よ
れ
ば
「
身
延
七
面
山
に
て
」
と
云
う
前
書
の
も
と
、

梢
の
火
や
祖
師
の
胡
座
も
服
の
あ
た
り
蓼
太

の
句
が
見
受
け
ら
れ
る
。
渉
太
に
つ
い
て
は
先
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
身
延
は
も
と
よ
り
七
面
山
へ
も
歩
を
の
ば
し
た
こ
と
が
こ
れ
で
知

れ
る
。
ま
た
七
面
信
仰
か
当
時
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
や
＄
時
代
が
下
っ
て
寛
政
十
年
版
の
『
哲
阿
弥

句
謀
一
に
は
、
少
々
趣
を
異
に
し
た
句
が
見
ら
れ
る
。

の
〃
、

芭
雌
磑
や
燗
雌
妙
俳
諸
辿
蛾
維
哲
阿
弥

の
一
句
が
あ
る
。
厚
木
妙
純
寺
で
の
作
と
思
え
る
が
、
竜
口
法
難
の
直
後
、
聖
人
は
こ
の
「
星
降
り
」
に
あ
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
時
の

○

○

状
況
は
『
種
々
御
振
群
御
書
』
に
詳
し
い
が
、
明
星
天
子
の
梅
の
枝
に
か
Ｌ
り
た
る
さ
ま
を
、
袈
裟
掛
け
の
松
と
対
照
さ
せ
て
、
一
句
を

榔
成
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
人
の
鮒
を
識
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
が
汲
み
と
れ
る
。
聖
人
の
生
涯
に
於
て
竜
口
法
難
は
、
極
め
て

重
大
な
意
義
を
も
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
取
り
扱
っ
た
短
歌
・
俳
句
の
数
は
、
ま
た
相
当
数
に
の
ぼ
る
と
思
え
る
が
、
中
で

も
代
表
的
な
の
に
蕪
村
の
句
か
あ
る
。
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作
者
の
哲
阿
弥
は
又
北
斉
と
も
号
し
、
宗
因
の
俳
風
を
慕
っ
た
人
で
あ
る
ｃ
蕪
翁
が
「
日
蓮
の
御
書
」
に
詳
し
く
、
法
華
の
信
仰
を
も
っ

て
い
た
で
あ
る
り
こ
と
か
．
ｂ
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
句
を
考
え
つ
い
た
も
の
と
思
え
る
。
芭
蕪
忌
は
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
（
陰

暦
）
で
、
別
に
「
時
剛
忌
」
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
大
阪
で
彼
の
「
奥
の
細
道
」
の
長
途
に
わ
た
る
旅
が
終
っ
た
後
、
五
十
一
才
の
生
涯

を
閉
じ
た
の
で
あ
る
か
、
十
月
十
二
日
の
忌
日
は
、
恰
も
御
命
講
の
逮
夜
に
相
当
し
て
居
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
右
の
句
が
生
れ
る
に

領
っ
た
一
囚
か
作
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
作
者
に
は
も
う
一
句
、

川
越
の
御
へ
ら
ず
口
や
后
の
月
哲
阿
弥

と
云
う
、
こ
れ
も
又
面
白
い
作
が
見
ら
れ
る
。
普
通
「
へ
ら
ず
口
」
と
云
う
と
「
に
く
ま
れ
ぐ
ち
」
或
い
は
「
負
け
お
し
み
」
等
の
意
味

を
持
っ
た
語
と
し
て
使
川
さ
れ
て
い
る
が
、
（
他
宗
の
徒
か
ら
す
れ
ば
、
「
日
蓮
の
へ
ら
ず
口
」
と
云
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
者
も
、
少

Ｏ

な
く
な
い
で
あ
ら
う
が
）
こ
§
で
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
悪
迩
を
表
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
御
へ
ら
ず
口
や
」
と
云
う
点
か
ら

み
て
、
前
句
同
様
に
諸
雛
な
句
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
后
の
月
」
と
は
陰
暦
九
月
十
三
日
の
月
の
こ
と
で
あ
り
、
「
十
三
夜
」

と
も
呼
ば
れ
て
、
こ
の
Ｈ
は
危
口
法
難
会
の
翌
Ｈ
に
相
当
し
て
い
る
。
聖
人
は
「
九
月
十
三
日
の
夜
な
れ
ば
月
大
い
に
は
れ
て
あ
り
し

に
、
夜
中
に
大
庭
に
立
ち
出
で
て
月
に
向
ひ
本
り
て
、
自
我
偶
少
々
よ
み
奉
り
、
諸
宗
の
勝
劣
、
法
華
経
の
文
あ
ら
ｊ
、
１
中
シ
て
、
抑
モ

⑳

今
の
月
天
は
法
華
経
の
御
座
に
列
り
ま
し
ま
す
名
月
天
子
ぞ
か
し
。
云
云
」
と
月
天
子
の
守
護
を
要
請
し
て
い
る
。

次
に
明
論
以
後
近
代
に
入
る
と
、
代
表
的
な
俳
人
に
正
岡
子
規
が
あ
る
が
、
明
治
二
十
九
年
の
『
寒
山
落
木
』
巻
五
に
は
、
「
日
蓮
宗

四
簡
怖
言
」
と
裸
し
て
、

念
仏
皿

が
見
え
る
。
「
念
仏
鉦
舗

仏
は

「
念
仏
無
間
」

海
以
立
言
は
鍍
に
こ
そ
子
規

を
海
鼠
に
た
と
え
、
「
真
言
亡
国
」
を
鯉
に
た
と
え
た
あ
た
り
、
滑
稽
で
あ
る
が
当
を
得
て
い
る
と
も
云
え
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よ
う
。
海
鼠
・
鮫
と
も
に
冬
十
二
月
の
季
題
で
あ
る
。
同
じ
く
明
治
三
十
五
年
の
作
に
、

日
蓮
の
骨
の
辛
さ
や
唐
辛
子
子
規

と
云
う
句
が
あ
る
が
、
諸
宗
を
折
伏
し
、
破
邪
顕
正
を
男
々
し
く
実
践
さ
れ
た
聖
人
の
骨
の
あ
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
よ
う
に
叙
し
た
の
で

あ
ら
う
。
事
実
聖
人
は
幕
府
の
悪
政
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
甘
さ
や
、
異
教
徒
ら
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
迫
害
に
屈
し
よ
う
と
さ
れ
る
弱

さ
は
、
微
塵
も
な
く
、
そ
の
強
力
な
主
強
を
貫
き
通
し
た
面
を
、
ぴ
り
っ
と
し
た
唐
辛
子
の
辛
味
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
も
の
と
み
ら

れ
る
。
聖
人
の
勇
壮
な
一
面
、
比
類
な
き
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
性
格
を
表
し
た
句
と
し
て
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
子
規
の

後
を
つ
い
で
近
代
の
俳
句
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
高
浜
虚
子
で
あ
る
。
彼
は
俳
壇
の
巨
匠
と
称
さ
れ
、
俳
誌
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
を
通
じ
て
、
客
観
写
生
の
立
場
か
ら
「
花
鳥
識
詠
」
及
び
「
実
相
観
入
」
を
主
張
し
、
純
粋
に
俳
句
本
来
の
立
場
を
守
っ
た
。

日
蓮
の
法
の
花
咲
く
南
瓜
か
な
虚
子

こ
の
句
は
か
っ
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
取
上
げ
ら
れ
、
一
会
員
か
ら
「
冊
述
叩
人
の
ハ
法
の
花
Ｖ
な
ら
ハ
の
り
の
は
ち
す
Ｖ
で
、
蓮

の
花
で
あ
る
ぺ
き
ょ
う
に
思
え
る
。
妙
法
蓮
華
経
に
説
い
た
一
乗
の
因
果
を
、
蓮
華
に
弊
え
た
と
聞
い
て
い
る
か
ｌ
」
と
云
う
問
に
対

し
、
俳
諸
研
究
家
の
真
下
喜
太
郎
氏
は
、
南
瓜
の
花
よ
り
蓮
の
花
か
至
当
と
云
う
の
は
、
理
屈
の
上
か
ら
す
れ
ば
尤
も
で
あ
る
か
、
し
か

し
蓮
の
花
と
し
た
ら
、
当
り
前
の
事
を
当
り
前
に
云
っ
て
い
る
の
で
面
白
味
か
な
い
と
評
し
、
災
に
そ
れ
で
は
な
ぜ
南
瓜
の
花
と
し
た
か

と
云
う
理
由
に
つ
い
て
、
南
瓜
の
花
は
元
来
花
と
し
て
は
必
ず
し
も
珍
貴
な
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
何
処
で
あ
っ
て
も
見
る
こ
と
の
で

き
る
一
般
性
を
持
っ
た
も
の
で
、
蓮
華
が
君
子
を
表
す
の
に
対
し
て
こ
れ
は
庶
民
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
言
わ
ば
聖
人
が
一
生
を

熱
列
な
伝
道
に
努
力
し
た
不
屈
の
精
神
、
剛
毅
、
忍
耐
、
等
に
よ
り
庶
民
に
法
を
弘
め
た
と
こ
ろ
に
、
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
て
い
る
。
作
者
虚
子
の
住
ん
で
い
た
鎌
倉
に
は
聖
人
の
霊
跣
も
多
く
、
正
法
に
依
っ
て
国
家
社
会
を
危
賎
か
ら
救
い
、
そ
れ
に
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よ
っ
て
個
人
の
安
心
を
得
せ
し
め
よ
う
と
、
言
う
べ
き
こ
と
を
言
い
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
て
霞
幕
府
や
他
宗
の
僧
侶
か
、
い
の
威
圧
に

堪
え
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
南
瓜
の
花
と
云
う
表
現
を
借
り
て
叙
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
虚
子
俳
話
』
の
中
で
、
「
俳
譜
か
ら
生
れ
出
た

俳
句
。
俳
句
は
平
俗
の
詩
で
あ
る
。
俳
句
は
日
常
の
詩
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
愚
夫
愚
耐
に
対
す
る
日
附
の

救
ひ
の
声
で
あ
る
。
（
敢
て
愚
夫
愚
婦
に
限
ら
ず
）
乃
至
日
常
の
存
問
が
即
ち
俳
句
で
あ
る
。
心
感
ず
る
処
、
神
通
ず
る
処
。
そ
こ
に
俳

句
が
あ
る
。
平
俗
の
人
が
平
俗
の
大
衆
に
向
っ
て
の
存
問
が
即
ち
俳
句
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

虚
子
の
所
論
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
花
鳥
調
詠
の
写
生
は
、
結
局
「
実
相
観
入
」
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
日
常
の
存
問
、
平
俗
の

詩
と
云
わ
れ
る
俳
句
は
、
即
ち
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
は
単
純
で
あ
り
、
極
め
て
少
な
い
言
葉
の
詩
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
深
い
心
が

蔵
さ
れ
て
を
り
、
花
鳥
を
通
し
て
突
和
の
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
所
に
句
の
妙
味
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
＄
に
彼
の
俳
句
理
念
が

あ
る
と
云
え
よ
う
。
五
七
五
の
十
七
文
字
の
中
に
自
然
と
人
生
の
諸
法
実
相
を
調
詠
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
恰
も
聖
人
が
一
切

の
仏
法
を
単
純
化
し
具
象
化
し
て
妙
法
五
字
と
な
し
、
し
か
も
そ
の
五
字
の
中
に
深
奥
な
る
法
門
を
含
畜
し
て
、
平
明
を
受
持
す
る
こ
と

に
よ
り
、
難
解
雌
入
な
一
切
の
仏
法
を
受
持
す
る
の
と
同
一
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
と
、
一
脈
机
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
と

れ
る
。
芭
蕉
を
始
め
と
し
て
、
俳
譜
思
想
の
中
に
は
こ
う
し
た
「
句
道
仏
心
」
の
流
れ
が
、
大
き
な
泣
地
を
し
め
て
い
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
・

俳
譜
文
学
の
流
れ
は
庶
民
と
共
に
あ
り
、
大
衆
の
中
に
あ
っ
て
栄
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
も
ま
た
脈
民
救
済
の
教
え

と
し
て
、
大
衆
の
中
に
浸
透
し
て
行
っ
た
。
こ
の
文
学
と
宗
教
は
、
大
衆
社
会
と
云
う
共
同
地
盤
の
上
で
、
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
か

五
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ら
、
両
者
間
の
交
渉
関
係
は
当
然
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
粟
人
を
通
し
て
法
華
経
の
教
理
・
所
説
の
法
門
か
、
江
戸
時
代

以
降
の
俳
人
に
よ
っ
て
俳
句
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
を
挙
げ
て

解
説
す
べ
き
で
あ
る
が
、
愛
で
は
一
応
こ
れ
を
略
し
て
、
後
の
磯
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
＄
し
、
専
ら
日
蓮
型
人
一
人
に
し
ぼ
具
』
、
俳
譜
の

中
に
現
れ
た
姿
の
一
端
を
観
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

加
上
の
俳
句
作
品
か
、
”
云
え
る
こ
と
は
、
聖
人
を
扱
っ
た
句
の
中
で
、
最
も
数
の
多
い
の
は
「
御
命
誰
」
に
関
す
る
も
の
が
圧
倒
的
で

あ
り
、
こ
れ
は
季
題
と
し
て
俳
壇
に
公
認
さ
れ
て
い
る
と
云
ゾ
点
も
あ
っ
て
当
然
と
云
う
べ
き
で
あ
る
が
、
聖
人
関
係
の
季
語
が
唯
一
で

あ
る
と
云
う
点
で
は
、
他
氷
の
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
や
、
戚
塞
の
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
又
も
う
一
つ
に
は
檀
偲
徒
を
小
心
と
す

る
在
家
者
の
句
が
多
く
、
出
家
者
の
中
か
ら
聖
人
を
詠
っ
た
句
を
作
る
者
が
、
極
く
稀
れ
に
し
か
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
も
、
或
い
は
季

語
を
唯
一
に
し
た
遠
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
で
は
深
草
の
元
政
が
大
い
に
活
離
し
、
歌
集
も
遺
さ
れ

て
い
る
が
、
俳
諸
の
方
で
は
惜
し
く
も
こ
れ
に
類
す
る
俳
僧
の
出
現
が
み
ら
れ
て
い
な
い
。

然
し
、
一
般
の
俳
人
間
で
は
、
上
掲
の
句
の
ほ
か
に
も
、
相
当
数
の
作
品
が
み
ら
れ
、
特
に
檀
信
徒
間
で
は
好
ん
で
聖
人
の
句
を
詠

み
、
近
世
に
は
御
会
式
等
に
句
会
を
催
し
て
、
そ
の
磯
会
さ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
Ｕ
「
御
命
誰
」
に
続
い
て
は
、
御
法
難
会
・
辻
説
法
群

の
句
、
更
に
型
人
の
破
邪
顕
正
に
よ
る
布
教
、
不
屈
剛
毅
な
精
神
等
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
法
華
経
の
行
者
日
蓮
」
を
象
徴
す
る
句
や
、

「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
一
面
を
描
い
た
作
品
、
更
に
祖
書
や
経
典
の
上
か
ら
叙
し
た
句
、
等
に
興
味
深
い
も
の
も
数
多
く
あ
る
が
、
本

稿
で
は
紙
数
の
関
係
で
如
上
の
代
表
的
な
作
品
の
み
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
文
部
有
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）

〔
註
〕

⑳①

「
俳
諮
文
学
」
（
浪
本
蕉
一
著
）
参
考

山
崎
宗
鑑
（
一
、
四
六
五
’
一
、
五
五
三
）
俗
称
支
那
弥
三
郎
、
足
利
義
尚
将
軍
に
仕
え
た
武
士
、
後
に
摂
津
の
尼
ヶ
崎
に
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退
き
、
山
崎
に
住
ん
で
宗
鑑
と
号
し
た
。
一
体
和
尚
に
つ
い
て
参
禅
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

③
荒
木
田
守
武
（
一
、
四
七
三
’
一
、
五
四
九
）
伊
勢
神
宮
神
官
。

④
松
永
貞
徳
（
一
、
五
七
二
’
一
、
六
五
三
）
京
都
の
入
。

⑤
蒐
文
二
年
の
『
玉
く
し
げ
』
（
避
誰
薪
）
に
は
「
貞
徳
老
人
の
俳
譜
は
、
や
さ
し
き
を
躰
と
し
て
、
お
か
し
さ
を
川
と
す
。

正
風
躰
を
根
さ
し
と
し
て
、
狂
言
を
花
と
す
。
」
と
あ
る
。

一
切
一
西
山
宗
因
（
一
、
六
○
五
’
一
、
六
八
二
）
明
暦
二
年
（
一
、
六
五
六
）
大
阪
天
満
宮
の
境
内
に
向
栄
庵
を
結
び
、
初
め
て

談
林
の
旅
を
掲
げ
た
。

、
上
島
鬼
貰
（
一
、
六
六
一
’
一
、
七
三
八
）
伊
丹
に
生
れ
、
酒
造
と
針
医
を
業
と
し
た
。

へ
妙
「
日
本
俳
譜
史
」
（
池
田
秋
妥
務
）
一
二
○
頁

⑨
松
尾
芭
蕪
（
一
、
六
四
四
’
一
、
六
九
四
）
伊
伐
上
野
に
生
る
、
藤
堂
家
に
仕
官
し
て
宗
腸
と
名
乗
っ
た
が
、
主
君
没
後
浪

人
し
て
俳
諸
に
身
を
投
じ
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
「
奥
の
細
遊
」
弊
を
符
し
、
砿
風
の
俳
譜
を
確
立
し
た
。

⑩
「
子
規
全
集
」
第
四
巻
八
頁

⑪
「
季
寄
せ
」
（
高
浜
虚
子
編
）
三
省
堂
刊
、
三
一
九
頁

⑫
御
命
講
の
句
に
つ
い
て
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
昭
和
廿
八
年
十
一
月
一
日
発
行
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬
森
川
許
六
（
一
、
六
五
七
’
一
、
七
一
五
）
江
州
彦
根
の
藩
士
、
五
老
井
と
も
号
し
た
。

⑭
松
崎
植
林
、
天
正
八
年
（
一
、
五
八
○
）
教
蔵
院
日
生
が
洛
北
松
ケ
崎
に
開
い
た
関
西
根
本
檀
休
。

⑮
「
日
本
俳
番
大
系
」
十
三
巻
一
二
五
頁

⑯
与
謝
然
村
（
一
、
七
一
七
’
一
、
七
八
三
）
摂
津
剛
東
成
郡
毛
馬
村
に
生
る
。
本
姓
谷
口
、
天
明
俳
峨
の
首
領
と
云
わ
れ
た
。

⑰
炭
太
祇
（
一
、
七
○
九
’
一
七
七
こ
雌
付
と
共
に
天
明
俳
筑
屈
指
の
俳
人
と
し
て
知
．
い
れ
て
い
る
。
江
戸
の
人
、
不
夜
庵

と
も
云
、
７
ｏ

⑱
正
岡
子
規
（
一
、
八
六
七
’
一
、
九
○
二
）
伊
予
松
山
に
生
れ
、
束
京
根
岸
に
住
す
。
元
禄
の
芭
蕉
、
天
明
の
蕪
村
と
共

に
、
明
治
の
子
規
と
し
て
古
今
俳
傑
の
三
子
に
推
さ
れ
て
い
る
。
近
代
俳
句
の
父
と
も
呼
ば
れ
る
。

⑲
商
浜
虚
子
（
一
、
八
七
四
１
－
、
九
五
九
）
本
名
清
、
四
国
松
山
に
生
れ
、
子
規
の
門
に
入
る
。
柳
原
極
堂
に
よ
っ
て
創
刊

さ
れ
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
主
宰
し
、
新
傾
向
述
勤
に
対
し
た
。
現
代
俳
句
の
巨
匠
と
称
さ
れ
て
い
る
。

⑳
「
佐
渡
御
謝
」
定
六
一
四
頁

⑳
「
諸
法
実
相
妙
」
定
七
二
八
頁

、
「
種
々
御
振
舞
御
諜
」
定
九
六
九
頁

、
「
虚
子
俳
話
」
（
高
浜
虚
子
著
）
二
一
二
頁
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前
号
に
お
い
て
、
女
人
成
仏
を
説
い
た
と
な
さ
れ
る
提
婆
達
多
品
の
表
現
を
み
て
来
た
が
、
そ
こ
で
は
女
身
を
男
身
に
変
え
る
変
成
男

子
の
表
現
が
な
さ
れ
て
お
っ
た
。
変
成
男
子
は
女
身
を
劣
視
す
る
立
場
か
、
ｂ
始
ま
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
の
ま
上
で
は

女
人
の
成
仏
と
は
云
い
符
な
い
で
あ
ろ
う
。
変
成
男
子
を
も
っ
て
八
才
の
竜
女
が
成
仏
し
た
と
い
い
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
最
に
は
ど
の

よ
う
な
思
想
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
阿
含
か
ら
の
仏
典
に
お
け
る
女
人
観
を
視
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
今
号
は
前
に
続
い
て
の
立
場
に
お
い
て
、
大
宝
積
経
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
女
人
成
仏
観
を
執
り
上
げ
て
み
よ
う
と
考
え
る
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
来
す
る
か
は
興
味
あ
ろ
う
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
号
で
は
提
婆
達
多
姉
と
の
直
接
の
交
渉

は
執
り
上
げ
得
な
い
。

釈
尊
の
滅
后
の
結
集
に
お
い
て
、
摩
訶
波
闇
波
捉
の
出
家
発
願
を
ゆ
る
さ
る
ぺ
く
阿
難
が
釈
尊
に
た
い
し
論
難
し
、
彼
女
等
を
僧
団
の

①

中
に
加
え
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
亜
大
な
過
失
で
あ
る
と
し
て
阿
雌
が
迦
葉
等
の
仏
弟
子
に
論
雌
せ
ら
れ
て
お
る
が
、
こ
の
よ

提
婆
達
多
品
に
お
け
る
女
人
成
仏
に
つ
い
て

ｌ
大
宝
積
経
を
中
心
と
せ
る
変
成
男
子
Ｉ

5

望
月
海
淑

(2)
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う
な
立
場
か
ら
は
女
人
成
仏
思
想
は
発
生
し
に
く
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
に
お
い
て
、
女
人
成

仏
を
明
白
に
打
ち
出
す
た
め
に
は
重
大
な
信
念
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
大
乗
の
諸
仏
典
に
お
い
て
変
成
男
子
の
型
態
を
と
る
こ
と
で
女
人
成

仏
の
問
題
に
と
り
く
ん
だ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
律
減
の
強
い
立
場
に
原
因
が
あ
る
も
の
か
、
或
は
イ
ン
ド
全
域
に
存
し
た
女
人
に
対
す

る
考
え
方
が
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
大
乗
仏
典
に
て
も
女
人
成
仏
は
明
白
に
打
ち
出
さ

れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
女
人
は
劣
性
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
態
度
を
保
持
し
て
い
る
も
の
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
る

③

諸
夫
人
等
が

世
螺
。

』
『
ノ
。

般
若
経
は
そ
の
河
天
品
第
五
十
狸
で

仏
告
二
阿
難
一
。
是
恒
伽
捉
婆
姉
。
未
来
世
巾
当
二
作
仏
一
。
劫
名
二
星
宿
一
。
仏
号
二
金
華
一
阿
雌
。
足
女
人
畢
二
是
女
身
一
受
二
男
子
形
一
。

当
し
生
一
阿
閑
仏
阿
抑
羅
捉
国
土
一
。
於
レ
彼
浄
修
二
梵
行
一
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
が
値
伽
提
婆
姉
の
功
徳
の
因
縁
を
知
り
微
笑
し
た
の
に
た
い
し
、
阿
雌
が
何
故
に
微
笑
し
た
の
か
と
疑
し
た

も
の
に
つ
い
て
の
仏
の
解
答
の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
女
身
を
錐
り
男
子
の
形
を
受
く
、
の
文
は
注
意
を
川
す
る
。
女
身
を

お
わ
る
と
は
、
女
身
な
る
も
の
に
は
一
定
の
生
命
な
り
、
な
す
べ
き
仕
壊
な
り
が
存
し
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
果
し
お
わ
あ
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
か
。
或
は
男
身
は
女
身
よ
り
も
一
段
上
に
存
す
為
と
な
す
意
識
か
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
大
樹
緊

那
羅
王
所
間
経
は
更
に
明
白
に
女
人
に
つ
い
て
の
態
庇
を
表
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
空
・
無
相
・
無
願
を
説
い
て
般
若
波
羅
密
を
高
唱
し

衆
生
済
度
を
主
張
し
た
こ
の
経
は
、
方
便
波
羅
密
の
一
と
し
て
大
樹
緊
那
羅
王
の
諸
夫
人
等
の
成
仏
を
述
ぺ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
王
の

我
等
皆
発
無
上
逆
心
。
終
不
以
避
女
人
之
身
成
阿
鍔
多
羅
三
貌
三
菩
提
。
普
哉
世
尊
。
願
為
我
等
如
応
説
法
。
令
我
等
雅
転
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仏
蒲
。
諸
姉
。
女
人
成
就
於
一
法
行
。
捨
女
人
形
御
卵
子
身
。
疾
御
撫
上
正
瓦
之
逆
。

④

と
女
身
を
変
じ
て
男
子
と
な
る
た
め
の
十
法
行
を
腱
附
し
て
い
る
。
十
法
行
に
つ
い
て
は
、
核
神
三
十
六
号
所
戦
の
「
女
人
成
仏
」
に
詳

細
で
あ
る
が
、
そ
の
十
法
行
の
中
に
、
法
を
愛
し
法
を
楽
み
法
を
欲
し
法
を
聰
き
、
法
を
聞
き
巳
り
て
正
念
観
察
し
て
女
身
を
微
脈
し
術

に
啓
ん
で
男
子
の
身
を
成
ず
る
を
得
ん
と
欲
す
、
と
す
る
箇
所
と
、
他
の
男
子
の
人
を
思
念
せ
ず
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
即
ち
、
女
人
に

対
し
て
、
成
仏
す
る
た
め
に
は
女
で
あ
る
自
分
自
身
の
身
分
を
微
厭
す
る
こ
と
と
、
男
性
の
こ
と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
引
列
の
後
者
は
と
も
角
、
前
者
に
は
女
性
に
対
す
る
趨
視
が
み
ら
れ
る
。
成
仏
す
る
に
は
女
身
を
転
捨
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
自
身
の
肉
体
を
嫌
悪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
な
す
説
示
に
は
女
性
の
人
格
そ
の
も
の
を
認
め
た
も

の
で
あ
る
と
即
断
出
来
か
ね
る
も
の
が
存
す
る
。
や
は
り
こ
の
経
典
の
底
流
に
は
男
身
に
対
す
る
女
身
、
更
に
は
男
身
に
従
属
す
る
も
の

と
し
て
の
女
身
と
し
て
の
考
え
方
が
あ
り
、
女
身
の
劣
性
に
立
場
を
発
し
た
も
の
と
い
い
得
よ
う
。
十
法
行
の
修
行
の
果
に
於
て
、
女
身

を
転
捨
し
、
始
め
て
男
身
と
な
り
成
仏
し
得
る
と
す
る
説
示
は
、
女
人
の
即
身
成
仏
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
大
樹
緊
那
継
王
所
問
絲
は
支
嬰
迦
縦
訳
出
か
Ａ
Ｄ
一
四
七
’
一
↓
公
ハ
年
と
伝
え
ら
れ
、
菩
薩
は
空
性
に
し
て
虚
空
を
道
場
と

な
す
、
昨
ハ
度
を
正
逝
と
な
し
下
乗
を
非
遊
と
な
す
と
す
る
点
や
、
小
乗
の
代
表
的
人
物
迦
梁
の
無
力
無
能
を
示
し
大
樹
緊
那
羅
王
を
賞
讃

す
る
点
呼
か
ら
み
て
、
大
乗
を
在
揚
し
た
般
蒋
系
の
維
典
で
あ
り
、
し
か
も
か
な
り
早
期
の
作
成
に
な
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
小
乗
の

‐
二
語
１
、
つ
い
で

●
〆
生
名
＆
●
■
■
▲
■
■
■

と
語
る
に
た
い
し
て
世
尊
は

捨
女
身
得
男
子
身
。
疾
成
無
上
正
典
之
道
。

爾
時
世
尊
。
語
緊
邸
羅
王
諸
夫
人
群
。
諭
姉
諦
聴
諜
思
念
之
。
吾
当
淡
説
転
捨
女
身
成
男
子
身
。
疾
無
上
正
真
之
道
。
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世
尊
。
今
此
会
中
諸
比
丘
比
丘
尼
。
優
婆
塞
優
婆
夷
顧
一
薬
欲
一
レ
間
。
修
一
何
善
行
一
・
得
丙
離
二
女
身
一
速
成
下
男
子
上
。
能
発
乙
無
上
菩

⑦

捉
之
心
叩
。
雌
願
世
尊
当
し
為
一
解
脱
一
。

の
彼
女
の
願
を
い
れ
て
仏
は
離
女
身
、
速
成
男
子
の
た
め
の
十
法
を
語
り
、
無
垢
光
女
は

爾
時
無
垢
光
女
。
前
礼
二
仏
足
一
而
作
二
是
言
一
。
一
切
諸
法
無
男
無
女
。
此
言
若
実
。
令
二
下
我
女
身
一
化
中
成
男
子
上
。
発
二
此
言
一
時
。

③

三
千
大
千
世
界
六
種
渋
動
。
無
垢
光
女
形
即
滅
。
変
化
成
一
蹴
相
好
荘
厳
男
子
之
身
一
。

と
、
男
子
と
し
て
の
身
と
な
り
菩
薩
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
転
女
身
経
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
女
身
を
離
れ
男
身
と
な
る
変
成
男
子
思
想
で
あ
る
が
、
変
成
男
子
す
る
た
め
に
は
十
法
を
行
じ

⑨

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
十
法
を
略
記
す
る
と

⑤

曇
摩
蜜
多
訳
出
の
転
女
身
経
は
無
垢
光
女
の
変
成
男
子
し
て
菩
薩
と
な
っ
た
物
語
を
展
開
し
て
い
る
。
無
垢
光
女
は
婆
羅
門
須
達
多
と

亥
浄
Ｈ
の
子
女
で
あ
る
か
、
仏
が
耆
闇
蝿
山
で
説
法
中
、
浄
日
は
懐
妊
し
て
お
り
胎
中
の
女
児
が
一
心
に
合
掌
し
て
仏
の
説
法
を
聞
い
て

北
る
の
を
天
眼
カ
ー
の
阿
泥
臘
豆
が
見
て
仏
に
告
げ
る
。
仏
の
問
に
対
し
胎
女
は
悟
り
を
得
ん
が
た
め
で
あ
る
と
語
る
。
東
南
方
の
方

角
、
三
十
六
那
由
佗
の
仏
土
を
過
ぎ
浄
住
と
名
づ
く
る
浄
土
が
あ
り
、
仏
は
無
垢
称
王
如
来
と
称
す
と
、
舎
利
弗
に
語
り
、

⑥

当
此
女
著
一
孜
服
瑠
略
一
之
時
。
放
一
天
光
明
一
普
照
一
大
衆
一
。
是
故
此
女
名
一
燕
垢
光
一
。

と
、
そ
の
名
を
明
ら
か
に
し
四
法
に
就
て
の
脱
を
語
り
、
こ
Ｌ
に
舎
利
仏
と
無
垢
光
女
と
の
対
論
が
お
こ
り
、
舎
利
仏
は
諭
破
さ
れ
る
。

女
人
不
成
仏
に
対
し
立
ち
ｋ
っ
た
女
人
成
仏
の
壮
図
の
割
に
は
、
般
若
思
想
の
完
全
な
る
通
用
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
存
す
る

吟F

グー
ー

ロ

レ
ー

、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ
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で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
樹
緊
那
羅
王
所
間
経
の
十
法
行
と
大
厨
以
て
い
る
。
こ
れ
を
支
え
る
も
の
は
求
菩
提
心
で
あ
る
が
、
転
女
身

経
の
十
行
に
は
直
接
に
女
人
を
劣
視
す
る
言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
無
垢
光
女
の
言
葉
、
一
切
諸
法
無
男
無
女
の
思
想
に
拠

り
処
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
一
切
諸
法
無
男
無
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
変
成
男
子
は
さ
し
た
る
重
大
事
と
は
な
り
得
な
い
。
女
身
を
稜
厭

し
常
に
悪
ん
で
男
子
の
身
を
成
ぜ
ん
と
す
る
前
経
の
誓
願
が
男
女
隔
別
の
観
点
に
あ
る
に
た
い
し
、
無
男
無
女
の
立
場
は
差
別
を
越
え
た

１
深
心
求
一
蕊
菩
提
一
。

２
除
二
其
慢
心
一
。
離
二
於
欺
証
一
。
不
し
作
一
幻
惑
一
。

３
一
身
業
消
浄
持
一
身
三
戒
一
。
二
口
業
消
浄
離
一
口
四
過
一
。
三
意
業
消
浄
離
二
於
眼
悲
邪
見
愚
擬
一
。

４
－
不
一
悉
害
一
。
二
不
一
膜
恨
一
。
三
不
し
随
一
蹟
悩
一
。
四
住
一
恵
辱
力
一
。

５
－
楽
求
二
菩
法
一
。
二
尊
二
重
正
法
一
。
三
以
二
正
法
一
而
自
娯
楽
。
四
於
二
説
法
者
一
敬
レ
如
二
師
長
一
。
五
如
レ
説
修
行
。

６
－
術
念
し
仏
願
レ
成
二
仏
身
一
。
二
常
念
し
法
欲
二
転
法
諭
一
。
三
常
念
し
僧
欲
し
覆
一
誰
僧
一
。
四
常
念
し
戒
欲
し
満
一
藷
願
一
。
五
稲
念
し
施
欲
ン

拾
一
二
切
諸
煩
悩
垢
一
・
六
常
念
し
天
欲
し
満
二
天
中
之
天
一
切
極
智
一
。

７
－
於
レ
仏
得
二
不
壊
信
一
。
二
於
レ
法
得
一
禾
壊
信
一
。
三
於
レ
僧
得
一
禾
壊
信
一
。
四
不
し
事
二
余
天
一
惟
泰
二
敬
仏
一
。
誠
不
レ
穣
二
聚
樫
借
｝
随
し

言
能
行
。
六
出
し
言
無
し
過
恒
常
質
直
。
七
威
儀
具
足
。

８
－
不
し
偏
一
愛
己
男
一
。
二
不
し
偏
一
愛
己
女
一
。
三
不
し
偏
二
愛
己
夫
一
。
四
不
し
専
二
念
衣
服
瑠
賂
一
。
狐
不
レ
貧
二
著
華
飾
塗
香
一
。
六
不
し
為

↑
美
食
因
縁
一
。
七
不
し
格
一
所
施
之
物
一
。
八
所
行
消
浄
常
懐
一
耐
槐
一
。

９
息
九
悩
法
。
憎
我
所
愛
。
已
燗
今
憎
当
憎
。
愛
我
所
憎
。
巳
愛
今
愛
当
愛
。
於
我
巳
憎
今
悩
当
桝
。

扣
一
不
一
自
大
一
。
二
除
一
誇
慢
一
。
三
敬
二
尊
長
一
。
四
所
言
必
実
。
五
無
一
癖
恨
一
。
六
不
二
健
言
一
鰭
七
不
一
醗
教
一
。
八
不
一
貴
僻
一
・
九
不
二

扣
一
不
一
自
大
一
。
二
除
二

暴
悪
一
・
十
不
二
綱
戯
一
。
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絶
待
の
立
場
を
意
味
し
祇
極
的
な
女
人
成
仏
へ
の
前
進
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
立
場
は
雑
朧
絲
の
立
場
に

．
⑩

闇
那
蝿
多
訳
出
の
月
上
女
経
は
月
上
女
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
。
仏
が
毘
耶
離
大
樹
林
中
草
茅
糀
舎
に
征
る
時
に
、
父
毘
峨
羅
詰
と

母
無
垢
と
の
間
に
一
女
が
生
れ
た
。
姿
容
端
正
に
し
て
身
体
円
具
し
、
生
れ
る
時
大
光
明
あ
り
月
に
優
り
、
家
内
を
照
ら
し
て
処
々
に
充

満
せ
る
故
に
月
上
と
名
付
け
た
。
月
上
は
生
れ
る
際
に
啼
災
せ
ず
合
掌
し
て
偶
を
語
り
、
瞬
時
に
し
て
八
才
の
大
き
さ
に
な
っ
た
。
大
衆

は
心
に
熱
悩
を
懐
き
迦
く
身
体
に
満
ち
、
月
上
を
妻
と
な
さ
ん
と
願
う
が
、
月
上
の
偶
を
聞
き
繍
欲
を
服
難
す
る
。
そ
し
て
舎
利
仏
の
言

説
を
大
乗
的
見
地
よ
り
論
難
し
仏
所
に
詣
ず
る
。
仏
所
で
月
上
女
は
文
珠
支
利
・
不
窪
見
・
持
地
・
弁
聚
・
無
擬
解
・
虚
空
蔵
・
不
撹
他

心
・
瀞
王
・
堅
意
・
弥
勒
の
各
菩
薩
と
語
り
彼
女
が
十
群
願
を
示
す
に
際
し
、
世
尊
が
微
笑
す
る
の
を
見
た
長
老
阿
難
が
偶
を
も
っ
て
そ

の
因
縁
を
問
い
、
世
尊
が
偶
を
も
っ
て
こ
れ
に
答
え
る
を
聞
き
彼
女
は
、

⑪

従
し
仏
対
レ
聞
レ
与
二
己
授
記
一
。
聞
己
歓
暮
鋤
躍
無
量
飛
一
勝
虚
空
一
。
．
：
…
其
女
於
即
転
二
彼
女
身
一
変
為
二
男
子
一
・

と
な
り
仏
を
唖
じ
て
側
を
説
い
た
が
、
そ
の
偶
中
に
、

如
し
是
諸
法
本
性
者
聴
如
一
醗
空
一
無
し
和
し
異

我
先
所
有
女
人
身
彼
身
空
体
亦
無
し
実

即
無
二
実
体
一
地
為
し
窯
空
体
無
し
物
無
し
可
レ
取

彼
身
顛
倒
分
別
生
分
別
猶
如
一
鳥
飛
｝
し
空

懲
欲
し
成
一
職
仏
菩
提
－
復
欲
し
降
二
伏
四
脆
衆
一

復
欲
三
三
千
大
干
界
低
一
飛
微
妙
大
法
輪
一

通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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⑫

汝
等
猛
一
禿
菩
提
意
一
尊
一
壷
供
雪
養
婆
伽
婆
一

と
あ
る
。
川
上
か
女
で
あ
っ
た
そ
の
女
身
は
窯
体
に
し
て
無
実
な
る
が
故
に
、
悟
り
を
求
め
仏
を
供
養
せ
ん
と
心
か
ら
念
願
す
る
時
は
速

に
男
身
に
身
を
転
じ
成
仏
出
来
う
る
こ
と
を
述
べ
、
肌
つ
、
全
て
の
人
々
に
こ
の
こ
と
の
可
能
な
る
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、

に
答
え
た
川
上
菩
薩
の
仏
法
に
対
す
る
偏
念
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
を
し
て
、
こ
の
僑
念
、
成
仏
は
同
時
に
月
上
の
十
瀞
願
に
支
え
ら

⑭

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
十
誓
願
は

世
尊
。
願
我
籍
此
善
根
因
縁
力
故
。
於
未
来
世
若
諸
衆
生

Ｊ
住
一
莪
剛
一
者
。
為
説
一
興
法
一
令
し
除
一
飛
柑
一
。

③
住
二
我
見
一
者
。
為
説
二
其
法
一
得
し
除
一
莪
見
一
・

③
住
學
於
一
切
分
別
相
一
者
。
我
為
説
ン
法
除
二
其
分
別
一

一
物
｝
住
二
四
顛
倒
一
。
我
為
説
し
法
令
し
除
一
画
倒
一
。

⑤
五
蓋
覆
者
。
為
説
二
其
法
一
令
し
除
二
五
蓋
一
・

⑥
幹
二
六
入
一
者
。
我
為
祝
し
法
令
し
離
二
彼
蕃
一
。

仏
の
偶
中
の

逝
女
男
夫

二
万
三
千

其
女
転
一
庇

女諸Ai}

人人人

身
一

顛尋

教
化
介
し
入
二
仏
乗

成
二
熟
撫
品
菩
提

不
し
久
出
家
在
二
我

法⑬道 1'’
一

及
除
二
貧
欲
順
志
擬
等
一
・
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あ

③⑦③⑤④③③①今
0

①
薪
二
七
識
一
・
我
為
祝
ン
法
令
二
批
除
断
一
。

⑧
粋
二
八
刺
倒
一
。
為
説
二
其
法
一
竹
二
悉
除
滅
一
。

⑨
住
二
九
使
一
者
。
我
為
説
し
法
令
し
除
二
九
使
一
。

⑩
具
二
足
十
力
一
。
如
二
今
世
聯
一
放
二
大
光
明
一
照
二
十
方
刹
｝
呼
無
し
有
し
異
。

で
あ
り
、
仏
を
求
め
る
も
の
の
な
す
べ
き
行
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
誓
願
は
無
垢
光
女
の
十
行
に
較
べ
、
更
に
職
極
的
に
、
仏
者
の
あ
る
く

さ
立
場
を
明
示
し
た
も
の
と
い
い
得
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
大
乗
の
持
つ
梢
神
を
具
現
せ
ん
と
し
て
い
る
も
の
と
い
い
う
る
。
そ
し
て
、
こ

の
経
の
立
場
も
亦
、
維
際
経
と
似
通
い
、
転
女
身
経
の
表
現
と
知
似
し
て
、
我
先
所
狗
女
人
身
彼
身
空
体
亦
無
実
即
無
実
体
足
為
衆

と
表
現
し
て
い
る
。
男
女
も
亦
一
切
皆
空
の
理
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
無
男
無
女
は
勿
論
実
体
な
き
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
経
共
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
執
り
な
が
ら
も
、
何
故
変
成
男
子
と
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
維
摩
経
と
鮫
ぺ
て
み
た
時
、
未
完
成
の
お
も
む
き
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
注
意
を
要
す
る
点
で

〃
十
五
・
Ｐ
鍼
ｂ
ｌ
懇
ａ

棲
神
三
十
六
号
・
Ｐ
、
１
門
女
人
成
仏

大
正
十
四
・
Ｐ
叩
ｂ
１
吻
Ｃ

大
正
二
十
二
、
Ｐ

大
正
八
・
Ｐ
知
Ｃ

十
二
、
Ｐ

〃〃 〃

〃 〃 〃

引
ｂ

ｌ
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大
宝
積
経
は
そ
の
名
の
通
り
、
別
行
さ
れ
て
い
た
絲
典
を
横
集
‐
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
性
絡
に
よ
る
た
め
だ
ろ
う
が
、
女

人
成
仏
に
つ
い
て
の
物
語
の
幾
つ
か
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
独
立
し
た
絲
典
の
穣
聚
で
あ
る
た
め
に
、
女

人
に
対
す
る
態
度
は
種
々
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
の
関
連
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
仮
に
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
を
執
り
上
て
み
た
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
順
序
は
大
宝
椴
経
の
各
会
配
列
の
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

三
律
儀
会
は
耆
閤
州
山
に
お
け
る
説
法
て
あ
る
か
、
摩
訶
迦
菜
の
、

若
諸
衆
生
ｏ
求
下
於
↓
仏
法
｜
力
無
災
上
省
。
摂
二
受
何
法
一
而
修
二
行
之
一
・
摂
二
受
何
法
一
墹
巾
擬
成
下
熟
諸
如
来
道
上
。
摂
二
受
何
法
一
取
二
誌

①

功
徳
増
長
一
。
征
二
入
阿
群
多
維
三
貌
三
菩
薩
捉
一
。
押
二
不
退
転
一
。

の
質
問
に
対
す
る
釈
尊
の
解
答
の
中
の
一
つ
に
菩
薩
の
行
は
我
所
を
離
れ
る
が
故
に
、

若
有
二
衆
生
一
不
し
聞
二
此
法
一
。
而
説
二
菩
提
及
菩
薩
行
一
。
則
為
二
非
行
一
。
言
二
菩
薩
行
一
者
。
尖
無
二
所
行
一
足
菩
薩
行
。

と
あ
り
、
か
つ
所
行
な
く
円
満
な
る
行
の
菩
薩
の
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
浄
戒
を
共
足
謹
持
し
て
心
に
貢
高
せ
ず
云

②

々
と
、
菩
薩
の
親
近
処
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
比
丘
尼
を
犯
さ
ず
、
婬
女
・
寡
婦
・
処
女
の
家
に
往
か
ず
、
他
妻
に
近
か

②⑬⑫⑪⑲⑨

大
正
十
四
・
Ｐ
叩
ｂ
ｌ
螂
Ｃ

大
正
十
四
年
〃

〃〃〃〃

〃 〃 〃 〃

6

（32）



ず
、
と
も
あ
り
胆
に
、
二
十
処
あ
っ
て
ま
さ
に
述
離
す
べ
し
、
と
な
し
二
十
処
を
挙
げ
て
い
る
か
、
こ
の
う
ち
の
半
数
以
上
は
女
人
・
比

丘
尼
に
親
近
す
べ
か
ら
ざ
る
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
典
が
女
人
に
対
し
て
払
っ
た
神
経
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
て
法
華
経
安
楽
行

品
に
極
め
て
類
似
し
た
親
近
処
と
称
し
う
る
が
、
在
家
菩
薩
応
し
成
二
三
法
一
。
の
言
葉
か
ら
し
て
安
楽
行
品
よ
り
は
異
な
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
三
律
儀
会
の
態
度
は

復
次
迦
菜
。
有
《
’
三
秘
法
一
終
応
し
作
。
鷲
有
し
作
者
則
受
三
女
身
一
・
何
等
為
し
三
。
不
し
応
し
障
下
母
聴
二
聞
正
法
一
及
見
中
比
丘
上
。
不
し
応
し

③

障
下
妻
見
二
諸
比
丘
一
及
聞
中
正
法
上
。
乃
至
不
し
応
下
於
二
己
妻
所
一
犯
中
其
非
路
上
。
如
し
是
三
法
終
不
し
応
し
作
。
若
有
し
作
者
便
受
二
女
身
一
・

に
い
た
り
、
正
法
に
適
わ
な
い
時
は
女
身
と
な
る
と
、
こ
れ
を
い
ま
し
め
て
い
る
ｃ
こ
の
戦
は
女
身
と
な
る
の
は
悪
業
の
故
で
あ
り
と
し

て
、
女
身
を
嫌
悪
し
劣
祝
す
る
思
想
に
基
盤
を
お
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
ｏ
即
ち
極
め
て
強
い
女
人
劣
視
の
態
度
を
こ
こ

で
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
迦
菜
に
た
い
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

妙
慧
童
女
会
は
菩
提
流
志
訳
出
で
、
別
名
須
躍
提
経
で
あ
り
、
こ
の
他
竺
法
護
訳
出
須
摩
捉
経
、
鳩
摩
羅
什
訳
出
の
須
摩
捉
菩
薩
経
が

こ
の
維
典
も
蕎
閤
剛
山
に
於
け
る
説
法
を
扱
っ
た
も
の
で
、
一
二
五
○
人
の
比
丘
と
一
刀
人
の
替
朧
か
倶
に
お
っ
た
。
そ
し
て
王
舎
城

に
長
者
優
迦
の
生
年
八
才
に
な
る
娘
の
須
朧
提
（
妙
慧
）
が
お
り
、
彼
女
に
関
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
妙
慧
が
菩
薩
の
有
せ
る
属
性
の

十
項
は
如
何
に
す
れ
ば
得
ら
れ
る
か
を
仏
に
質
問
す
る
。

十
項
は
大
略
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。１

端
正
の
身
を
得

２
富
貴
の
身
を
得
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と
な
し
、
更
に
菩
提
と
は
法
を
分
別
す
る
な
き
を
い
い
、
一
切
諸
法
を
虚
空
の
相
に
等
し
く
す
る
の
が
蒋
朧
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ

９
魔
業
を
離
る

旧
命
終
に
の
ぞ
む
時
、
諸
仏
現
前
す

仏
が
こ
れ
に
た
い
し
て
、
四
法
を
十
項
目
の
各
一
項
づ
っ
に
あ
て
て
、
都
合
四
十
行
（
四
十
事
）
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
た
の
に
つ
い

て
、
妙
慧
は
こ
の
四
十
行
を
完
全
に
泰
行
す
る
こ
と
を
響
言
す
る
。
そ
し
て
大
目
牲
連
が
菩
薩
行
は
行
ず
る
こ
と
難
き
を
も
っ
て
、
こ
れ

を
非
難
す
る
が
、
妙
懸
は
真
実
不
虚
の
弘
願
で
あ
る
を
示
し
た
后
に
、
目
腱
述
に
次
の
如
く
語
る
。

③

以
二
我
如
堆
典
実
言
一
故
。
於
二
未
来
世
一
当
し
得
二
成
仏
一
心
亦
如
二
今
日
釈
迦
如
来
一
・
於
二
我
国
中
一
無
し
有
蓋
磁
事
及
以
二
悪
趣
女
人
之
名
一
。

即
ち
、
女
人
の
名
が
朧
事
・
悪
趣
と
並
ん
で
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
仏
教
に
お
い
て
如
何
に
女
人
が
嫌
悪
さ
れ
て
お
っ
た
か
を
証
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
妙
慧
の
剛
に
於
て
は
釈
迦
如
来
の
国
に
女
人
の
名
が
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
な
く
そ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
絲
は
、
そ
れ
を

８
法
障
を
除
く

４
仏
前
で
化
生
を
う
け
蓮
華
の
座
に
お
る

５
－
仏
士
よ
り
一
仏
土
に
到
る

〈
ｂ
世
に
処
し
て
怨
な
し

７
諦
人
偏
受

３
審
属
壊
れ
ず

⑥

於
二
法
界
中
一
雌
二
所
住
一
故
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で
あ
る
か
、
こ
の
女
人
之
州
つ
い
に
不
可
得
に
対
し
て
、
什
訳
法
談
訳
は
法
は
無
男
無
女
な
る
故
に
無
所
得
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
即

ち
、
絶
対
な
る
女
人
柵
な
る
も
の
は
一
切
皆
空
な
み
故
に
存
在
し
得
な
い
。
女
人
相
が
つ
か
ま
え
得
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
そ
れ
を
喉
ず

る
と
ば
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
大
乗
の
法
に
於
て
は
無
男
無
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
妙
慧
の
高
唱
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
妙
慧
は
如
是
き
語
に
つ
づ
い
て
、
女
身
を
男
身
に
か
え
る
こ
と
を
告
げ
て
そ
れ
を
現
じ
て
い
る
。

③

妙
慧
菩
薩
転
女
成
男
。
如
三
十
才
知
法
比
丘
。

こ
ふ
に
お
い
て
、
大
乗
の
糀
神
を
馳
使
し
て
文
殊
支
利
と
対
論
し
た
妙
慧
が
変
成
男
子
を
示
し
た
こ
‐
こ
を
知
り
う
る
。
無
男
無
女
を
唱
え

な
が
ら
も
変
成
男
子
を
説
示
す
る
と
こ
ろ
は
、
転
女
身
経
の
無
垢
光
女
、
月
上
女
経
の
月
上
女
と
に
、
須
麟
捉
経
の
妙
懲
は
似
通
っ
て
お

り
、
且
つ
、
前
者
が
十
法
・
十
蒋
願
に
支
え
ら
れ
る
ご
と
く
、
妙
懲
は
四
十
行
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
と
も
に
声
聞
衆
を
論
難
す
る
と
こ
ろ

等
、
大
層
共
通
点
を
見
出
し
・
う
る
。
し
か
し
、
妙
慧
の
年
令
が
八
才
で
あ
り
、
文
殊
支
利
と
の
対
論
を
な
し
、
経
末
に
お
い
て
、
受
持
・

読
．
・
誠
・
解
説
・
書
写
の
所
謂
五
種
法
師
を
強
調
し
て
い
る
事
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
が
果
し
て
提
婆
達
多
品
に
通
い
う

の
妙
慧
の
答
は
。

腿
に
は
大
乗
仏
教
の
精
神
に
よ
っ
て
、
女
人
と
と
り
組
ん
で
い
る
饗
を
み
う
る
。
更
に
文
殊
支
利
の
次
の
如
き
質
問
と
そ
れ
に
た
い
し
て

無
捜
徳
菩
薩
会
．
に
は
別
訳
阿
闇
世
王
女
阿
術
達
菩
薩
経
（
法
護
訳
）
が
あ
る
。
耆
闇
堀
山
中
の
説
法
で
あ
り
、
無
品
の
声
聞
衆
が
托
鉢

密
額
じ
頓
が
畷
阿
開
世
王
の
宮
殿
に
至
る
。
阿
開
世
韮
に
無
挫
徳
（
阿
術
達
）
と
名
付
け
る
娘
が
あ
り
、
彼
女
は
、
光
色
第
一
に
し
て
年

る
り
の
で
あ
る
か
、
；
ど
う
か
。

又
問
妙
慧
。
汝
今
猶

の
雌
し
右
》
愛
人
之
名
一
ソ

汝
今
猶
祁
レ
転
二
女
難
一
耶
・

妙
慧
答
言
。
女
人
之
相
了
不
可
得
。
今
何
所
し
転
・
…
…
無
し
有
二
魔
事
及
諸
悪
趣
一
。
亦
復
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十
二
才
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
畏
徳
が
托
鉢
の
声
聞
衆
を
迎
え
ず
礼
し
な
い
の
を
見
て
、
父
の
阿
闇
世
王
は
不
審
に
思
い
彼
女
に
理
由
を
た

だ
す
と
、
彼
女
は
転
輪
聖
王
（
遮
迦
越
王
）
が
小
国
の
王
の
た
め
に
起
ち
迎
え
礼
を
な
す
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
等
を
父
王
に

質
し
、
父
王
の
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
の
返
事
を
聞
い
て
、
大
王
は
発
心
し
て
阿
祷
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
求
め
、
一
切
を
度
せ
ん
と
欲
し

て
、
大
慈
悲
を
持
つ
の
に
、
こ
の
比
丘
ら
は
大
慈
悲
が
な
い
、
王
は
日
月
の
如
く
、
諏
聞
は
螢
火
の
如
き
で
あ
る
、
等
と
語
り
そ
の
理
由

を
説
明
し
た
。
従
っ
て
こ
れ
を
聞
い
て
い
た
脚
聞
衆
と
撫
艇
徳
の
間
に
論
雌
か
展
開
さ
れ
る
が
、
彼
女
は
大
乗
の
締
神
に
よ
っ
て
、
舎
利

仏
、
大
目
腱
述
、
膿
訶
迦
莱
、
須
菩
提
、
雑
喉
羅
の
大
声
聞
の
人
々
を
論
破
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
無
畏
徳
は
阿
閤
世
王
と
母
と
兄
弟

と
後
宮
列
女
等
と
共
に
耆
閤
蛎
山
に
往
き
仏
を
礼
し
座
し
た
（
）
舎
利
弗
の
質
問
に
答
え
た
仏
は
、
彼
女
は
過
去
九
十
億
仏
を
供
養
す
る
を

も
っ
て
功
徳
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
と
あ
る
が
、
更
に
次
の
如
き
対
話
を
見
う
る
。

舎
利
弗
言
。
世
尊
。
此
女
能
怯
二
女
身
一
不
耶
。
仏
言
舎
利
州
。
汝
見
二
彼
女
一
。
戦
赴
女
耶
）
汝
今
不
し
応
し
作
二
如
是
見
一
。
何
以
故
。

⑨

以
二
池
菩
薩
発
願
力
一
故
。
示
二
現
女
一
為
し
度
二
衆
生
一
。

即
ち
、
無
没
徳
を
女
人
で
あ
る
と
み
る
の
は
過
ち
で
あ
り
、
そ
の
蝿
由
は
、
女
身
を
砿
十
の
は
職
力
を
も
つ
て
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
な
し
、
更
に
、
こ
の
こ
と
を
証
叩
し
て
、
彼
女
の
言
は

⑩

若
一
切
法
非
男
非
女
っ
令
三
我
今
者
現
二
丈
夫
身
一
・
令
二
一
切
大
衆
悉
皆
稗
見
一
。

と
な
さ
れ
、
女
身
を
減
し
、
丈
夫
身
を
現
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑪

こ
れ
に
対
し
て
、
法
謹
訳
は
諸
大
衆
見
無
愁
憂
身
為
男
子
不
復
見
女
人
像
の
文
で
や
は
り
変
成
男
子
を
・
小
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う

る
。
即
ち
、
大
乗
の
精
神
に
依
れ
ば
男
女
隔
別
の
区
別
は
な
く
一
切
は
空
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
雌
災
徳
か
女
で
あ
る
と
な
す

の
は
物
に
執
着
す
る
見
方
で
あ
り
、
無
畏
徳
は
方
便
を
も
っ
て
女
の
姿
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
故
に
、
押
言
に
依
っ
て
は
男
の
姿
も
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現
ず
る
こ
と
か
出
来
る
と
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
Ｌ
に
示
さ
れ
る
変
成
男
子
は
、
妙
慧
の
説
話
と
同
じ
く
男
子
と
な
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
《
〆
』
れ
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
と
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
何
経
は
仏

の
言
と
し
て
、
過
去
九
十
億
の
仏
に
お
い
て
菩
提
の
心
を
発
し
た
と
な
し
、
彼
女
が
既
に
悟
り
を
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
、
悟

の
言
と
し
て
、
過
去
九
十
栓

り
を
〃
て
い
る
が
た
め
に
、

一
切
諸
法
皆
如
是
・
即
時
忽
化
二
生
州
一
。
離
二
諸
分
別
所
起
之
相
一
・
無
二
諸
鼬
倒
一
。
大
王
。
運
即
此
時
復
現
二
女
身
一
つ
土
見
不
也
。

⑫

王
言
已
見
。
而
我
非
下
以
二
色
身
相
一
見
上
。
我
今
現
見
二
比
丘
身
一
己
。
復
見
二
女
身
一
。

と
自
在
で
あ
り
、
自
在
で
あ
る
の
は
溌
性
に
お
い
て
あ
る
か
、
Ｄ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
乗
の
粘
神
を
発
揚
し
て
い
る
｝
）
と
を
知
り
う
る
」

こ
の
無
挫
徳
の
物
語
で
展
開
さ
れ
た
女
人
観
は
、
赤
間
衆
か
女
人
劣
視
の
観
を
抱
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
乗
に
は
女
人
劣
視
の
思
想

の
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
、
と
い
い
う
る
。
尚
、
既
に
悟
り
を
得
て
い
た
と
な
す
無
畏
徳
が
語
る
菩
薩
観
は
八
極
の
法
行
を
成
就
す

⑬

る
も
の
で
あ
り
、
出
家
在
家
の
区
別
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
八
種
を
略
記
す
る
と
、

１
、
僻
薩
は
身
の
消
浄
を
御
、
秤
捉
を
儒
ず
る
。

２
、
大
慈
大
悲
を
成
就
し
て
衆
生
を
捨
て
ず

３
，
大
慈
悲
を
成
就
せ
る
故
に
、
世
間
の
諸
事
に
善
巧
な
り
。

４
、
身
命
の
分
を
捨
て
て
、
方
似
普
巧
を
成
就
す
る
に
及
ぼ
す
。

５
、
菩
巧
に
無
趾
の
発
願
を
な
す
。

7 6
、 、

般
若
波
羅
蜜
の
行
を
成
就
し
、
一
切
の
見
を
離
る
る
。

勇
猛
精
進
し
て
以
て
諸
の
菩
業
を
修
め
て
厭
足
な
し
。
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諸
大
徳
。
我
等
宜
レ
還
・
不
し
須
レ
入
鬼
郷
衛
城
乞
食
一
・
所
以
者
何
。
無
垢
施
女
所
説
即
是
智
者
法
食
。
・
我
等
今
日
楽
二
於
法
食
一
ｃ
不
し
頚
二

⑯
傅
食
一
・
と
語
り
、
共
に
仏
所
に
至
る
。
即
ち
、
彼
等
は
彼
女
の
た
め
に
大
乗
を
聞
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
維
膿
経
の
弟

子
菩
薩
二
品
に
お
け
る
維
摩
と
十
大
弟
子
・
近
菩
藤
の
諭
識
と
同
様
で
大
燗
に
通
っ
て
い
る
。
た
ｒ
し
、
維
朧
経
に
お
い
て
は
叙
菩
提
の

役
割
を
果
す
の
は
文
殊
支
利
菩
薩
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
相
違
は
維
摩
経
の
方
が
論
脈
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
無
垢

施
女
を
法
護
が
維
摩
羅
達
と
訳
し
た
理
由
も
こ
の
辺
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、
雌
垢
施
女
の
菩
薩
云
何
行
云
云
の
偶
に
た
い
す
る
仏
の
説
示
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
菩
薩
に
は
四
法
が
あ
り
こ
れ
を
成
就
し
な

与
え
ら
れ
な
い
の
で
、
弧
菩
提
は

等
と
会
い
、
舎
利
弗
に
語
る
。

８
、
無
障
智
を
得
て
、
以
て
無
生
法
忍
を
う
る
。

で
あ
っ
て
、
衆
生
救
済
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
と
般
蒋
系
の
経
典
で
あ
論
こ
と
と
を
知
り
う
る
。

無
垢
施
菩
藤
応
弁
会
は
摂
道
真
訳
で
あ
り
、
別
に
竺
法
渡
訳
の
離
垢
施
女
経
、
般
若
流
支
訳
得
無
垢
女
続
が
あ
る
。
舎
術
凹
祇
樹
給
孤
独

閲
に
お
け
る
説
法
で
あ
る
。
舎
利
弗
等
の
八
大
声
聞
と
文
殊
支
利
菩
薩
等
の
八
大
菩
薩
等
が
舎
衛
国
で
の
説
法
に
つ
き
議
論
し
な
が
ら
城

⑭

門
に
い
た
る
。
城
内
に
は
波
斯
匿
王
の
娘
、
年
八
才
の
無
垢
施
が
あ
っ
た
。
端
正
殊
妙
見
者
威
悦
と
表
現
さ
れ
る
。
時
に
城
中
に
お
っ
た

五
百
人
の
婆
羅
門
は
門
外
に
識
の
比
脈
の
お
る
の
を
不
背
だ
と
な
す
が
、
無
蛎
施
は
こ
れ
を
脱
伏
し
僻
り
の
心
を
発
さ
せ
て
替
藤
・
蔵
聞

我
是
女
人
。
将
慧
微
浅
多
一
誌
煩
悩
も
又
多
一
巌
逸
一
楽
一
卑
下
事
一
・
為
不
し
順
一
思
惟
所
豪
一
。
善
哉
大
徳
舎
利
弗
。
為
し
憐
一
慰
我
一

⑮

故
。
説
一
薇
妙
法
》
。
無
垢
施
は
永
遠
な
み
も
の
を
求
め
る
悩
み
を
舎
利
弗
に
語
り
、
こ
＄
に
こ
の
絲
典
は
始
ま
る
。
八
大
声
聞
は
彼
女

の
質
問
に
た
い
し
て
仏
法
の
真
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
か
く
の
如
く
し
て
八
大
菩
薩
も
彼
女
に
満
足
が
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溌
勤
し
、
衆
生
を
不
退
に
住
せ
し
め
、

⑬

使
下
我
変
二
此
女
身
一
。
成
中
十
六
童
子
も

と
語
る
と
、
即
時
に
三
千
大
千
世
界
は
六
反
渋
動
し
、
音
楽
は
自
ら
鳴
り

⑲

無
垢
施
女
。
即
変
一
安
身
一
成
二
十
六
童
子
一
。

と
、
彼
女
が
変
成
男
子
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
仏
は
一
同
に
女
の
変
成
男
子
の
姿
を
み
た
る
か
、
と
念
を
押
し
更

に
、
彼
女
は
僻
り
を
御
て
八
万
阿
僧
祇
劫
に
行
を
な
し
て
お
り
、
彼
女
が
群
陸
行
を
行
じ
て
、
そ
の
後
腱
文
殊
支
利
が
菩
薩
の
心
を
発
し

た
の
で
あ
り
、
は
る
か
に
彼
女
の
方
が
早
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
目
連
は
文
殊
支
利
よ
り
古
い
替
醗
が
未
だ
女
人
の
姿
を
な
し
て
い
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
十
八
甑
類
の
凹
法
を
説
く
。
彼
女
が
こ
の
七
十
二
法
を
完
全
に
行
ず
あ
癖
を
な
す
と
大
目
連
は

⑰

菩
薩
難
行
堂
不
知
耶
。
終
不
下
以
》
一
女
身
一
Ⅲ
御
中
阿
縛
多
縦
三
貌
三
菩
提
上
。

と
、
女
人
不
成
仏
の
立
場
で
も
っ
て
、
女
人
の
身
体
を
も
っ
て
し
て
は
悟
り
を
開
く
こ
と
は
出
来
な
い
と
彼
女
に
論
難
を
加
え
る
。
無
垢

施
は
目
連
に
向
っ
て
、
私
の
所
言
は
至
誠
に
し
て
不
順
で
あ
り
、
将
来
の
世
に
如
来
を
成
じ
悟
り
を
岬
た
な
ら
ば
三
千
大
千
世
界
は
六
反

の
に
疑
を
懐
き

⑳

謂
無
垢
施
菩
薩
言
。
善
男
子
。
汝
已
久
発
一
阿
僻
多
雑
三
貌
三
菩
提
心
一
・
何
以
不
一
砿
女
人
身
一
・

と
語
る
。
無
垢
施
が
替
藤
で
あ
る
な
ら
ば
、
男
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
何
故
に
下
劣
な
女
人
の
姿
を
な
し
て
お
る
の
か
の
間
で
あ

ろ
う
。
彼
女
の
こ
れ
に
対
し
て
の
答
え
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

世
尊
記
大
徳
。
於
神
足
人
中
岐
為
第
一
・
何
為
不
し
転
二
男
子
身
一
也
◎
大
徳
目
連
。
即
便
黙
然
。
無
垢
施
菩
薩
、
謂
大
徳
目
連
言
。
亦
不
下

⑳

以
二
女
身
一
得
中
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
上
。
亦
不
下
以
二
男
身
一
得
中
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
上
。
所
以
者
何
ご
菩
提
無
生
。
赴
以
不
何
得
。
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神
足
第
一
の
目
述
は
ど
う
し
て
男
の
姿
か
、
ｂ
女
に
姿
を
変
え
な
い
の
か
、
と
旋
聞
の
も
っ
て
い
る
女
人
劣
視
の
観
を
と
り
あ
げ
て
批
難

し
、
成
仏
は
男
女
の
形
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
限
り
男
女
の
姿
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
悟
り
を
得
る
こ

と
は
出
来
な
い
、
と
な
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
経
に
お
い
て
は
、
女
人
劣
視
の
思
想
を
も
つ
声
聞
に
た
い
し
て
、
大
乗
は
一
切
平
等
の

立
場
に
立
ち
、
そ
こ
に
は
女
人
劣
視
の
全
く
な
い
こ
と
を
高
唱
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
従
っ
て
こ
典
に
み
ら
れ
る
変
成
男
子
は
、
男
女

自
在
で
あ
る
あ
り
方
を
声
聞
に
示
す
た
め
の
方
便
と
し
て
化
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
女
人
成
仏
に
た
い
し
て
極
め
て
優
れ
た

考
え
方
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
《

「
註
」

⑩⑨③⑦⑤ ⑤
大
正
十
一
、
Ｐ
邦
ｂ

③②①

Ｊ

妙
菩
提
流
志
訳
出
に
は
一
悪
が
あ
る
。
一
は
大
宝
横
経
の
妙
慧
童
女
会
（
須
摩
提
経
）
如
畑
１
ｍ
訳
出
で
、
二
は
釦
噸
訳
出
の
妙
慧
童
女
所
扣

問
経
で
あ
る
。
く

尚
竺
法
護
訳
出
仏
説
須
摩
提
経
は
大
正
十
二
、
Ｐ
布
ｂ
１
用
ｃ
所
載

鳩
摩
羅
什
訳
出
仏
説
須
摩
提
菩
薩
経
は
大
正
十
二
、
Ｐ
用
Ｃ
ｌ
別
Ｃ
所
職

大
正
十
一
、
Ｐ
郡
ｃ

″
Ｐ
相
ａ５

ノ

＃

什
訳
仏
説
須
縢
提
菩
薩
経
は
、
是
証
明
我
之
至
誠
。
若
未
来
有
起
菩
薩
意
者
亦
当
如
是
。
我
後
亦
当
得
多
陀
鳩
阿
羅
訶
三
耶
三
仏
と
語
り

法
護
訳
須
摩
提
菩
薩
経
は
是
則
証
明
我
之
至
誠
。
若
有
未
来
起
菩
薩
意
者
亦
当
如
是
。
我
後
不
久
亦
当
如
如
来
無
所
著
等
正
覚
。
信
如
我

一
言
驫
有
虚
者
。
と
語
り
三
事
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
後
段
に
お
い
て
、
夫
々
三
事
の
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

大
正
十

ＪＩＪＩ
〃 〃 ノ

"愚′
a

一
・
Ｐ
川
引
ａ

Ｐ
Ｒ
Ｊ
ｂ
１
ｆ
ｃ

ｐ
《
順
ｗ
Ｃ



大
乗
方
便
会
は
竺
難
提
訳
で
あ
り
、
別
訳
と
し
て
竺
法
護
訳
の
慧
上
菩
薩
問
大
著
権
経
、
施
護
訳
の
仏
説
大
方
広
善
巧
方
便
経
と
が
あ

①

る
。
今
、
雌
捉
訳
に
よ
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
仏
は
舎
術
国
の
祇
樹
総
孤
独
剛
に
お
り
、
智
勝
菩
薩
が
菩
薩
は
方
便
を
如
何
に
行
ず
ぺ

さ
か
を
問
い
、
仏
が
こ
れ
に
答
え
を
与
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
即
ち
、
替
薩
の
方
便
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
が
説
か
れ
、
菩
薩
と
女

人
と
の
関
係
も
説
示
さ
れ
て
お
る
が
、
や
は
り
男
に
対
す
る
女
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
重
要
事
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
女
人
に
つ
い
て
の
説
話
を
執
り
上
げ
て
行
こ
う
と
思
う
。

雌
初
は
阿
難
の
疑
問
で
あ
る
。
即
ち
、

②

我
今
晨
朝
入
二
舎
衛
城
一
次
第
乞
食
。
見
下
衆
尊
王
菩
薩
与
二
女
人
一
同
一
床
坐
上
。

、⑳⑨③⑰⑯⑮

大
〃〃〃〃 〃 〃正

十

●

P P P

〃〃〃〃563560557
C a a C

、
〃
Ｐ
噸
ｂ

⑭
法
護
・
般
若
流
支
訳
は
共
に
十
二
才

⑪
大
正
十
二
、
Ｐ
別
ｃ

⑬
大
正
十
一
、
Ｐ
顕
Ｃ

法
護
訳
は
八
才
童
子
。
般
若
流
支
訳
は
十
六
才
。
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四
十
二
億
歳
中
、
梵
行
を
修
し
過
失
の
な
か
っ
た
樹
捉
は
極
楽
城
に
入
り
一
女
人
に
会
う
。
女
人
は
樹
捉
の
儀
容
端
厳
な
る
を
み
て
欲
心

■

を
生
じ
、
手
を
も
っ
て
足
を
つ
か
み
地
に
た
お
れ
る
。
何
を
求
め
る
の
か
、
の
彼
の
問
に
た
い
し
て
彼
女
は
、
樹
提
を
求
め
、
樹
提
と
夫

と
、
衆
尊
王
菩
薩
が
女
人
と
共
に
同
一
の
床
に
お
っ
た
こ
と
を
過
で
あ
る
と
指
適
し
て
い
る
。

仏
は
阿
難
に
た
い
し
て
、
菩
薩
乗
に
住
す
る
も
の
は
一
切
智
心
を
離
れ
ず
、
五
欲
を
も
っ
て
鯉
戯
し
行
じ
た
と
し
て
も
過
失
な
き
こ
と

③

を
告
げ
、
衆
尊
王
菩
薩
と
共
に
お
っ
た
女
人
に
つ
い
て
次
の
如
く
語
っ
た
。
過
去
五
百
世
前
夫
婦
で
あ
っ
た
の
で
彼
女
は
衆
尊
王
菩
薩
を

見
て
愛
蒋
を
生
じ
た
が
、
緋
眼
力
を
も
つ
て
か
の
祷
薩
が
私
の
家
で
一
処
に
坐
せ
ば
私
に
悟
り
の
心
を
発
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
と
念
じ

た
。
菩
薩
は
彼
女
の
所
念
を
し
っ
て
夜
分
に
家
に
行
き
女
人
の
手
を
と
り
一
淋
に
坐
し
て
法
Ⅲ
を
説
示
す
る
。
そ
れ
に
依
り
彼
女
は
悟
り

④

於
此
命
終
得
し
転
二
女
身
。
当
し
成
一
男
子
一
。

と
変
成
男
子
し
て
成
仏
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
衆
尊
王
菩
薩
の
行
為
は
五
欲
を
受
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
悲
心
を
成
就

し
た
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
の
方
便
行
の
あ
り
方
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
女
人
で
あ
る
か
ら
と
こ
れ
を
嫌
悪
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
く
、
男
対
女
と
し
て
の
女
人
と
共
に
五
欲
に
住
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
心
に
蕃
提
を
目
指
し
悲
心
を
も
っ
て
女
人
に
接
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
地
獄
へ
の
道
で
は
な
く
菩
薩
の
方
便
行
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。
即
ち
、
こ
、
で
は
女
人
が
成
仏
す
る
か
ど
う
か
は

も
は
や
問
題
で
は
な
く
、
五
欲
に
走
る
女
を
如
何
に
導
く
べ
き
か
、
大
悲
心
が
如
何
に
必
要
で
あ
る
か
が
執
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
う

る
。
従
っ
て
、
如
何
に
し
て
女
を
噂
い
た
か
の
説
話
が
く
り
広
げ
ら
れ
る
が
、
こ
上
に
菩
薩
の
方
便
行
の
意
義
が
見
と
め
ら
れ
る
。
尚
、

こ
の
経
中
に
は
女
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
説
示
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
執
り
上
げ
て
み
よ
う
。

の
心
を
発
し

③

「
樹
捉
と
女
の
物
諮
」

（42）



服
伽
離
は
捉
婆
迷
多
の
弟
子
に
し
て
、
舎
利
弗
目
連
が
女
と
姦
逝
し
た
と
誕
陥
し
て
地
猟
に
落
ち
た
人
で
あ
る
が
、
仏
は
こ
れ
に
関
し
次

の
物
語
を
す
る
。
昔
、
無
垢
と
称
す
る
比
丘
が
あ
り
窟
中
に
止
住
し
て
い
た
ｃ
に
わ
か
に
大
雨
が
降
り
、
女
人
が
道
中
で
雨
に
あ
い
寒
裸

恐
怖
し
て
窟
に
入
っ
た
。
雨
晴
れ
た
后
、
女
人
と
無
垢
と
は
共
に
窟
よ
り
出
で
る
が
、
こ
れ
を
見
て
五
仙
人
が
心
に
荒
磯
を
生
じ
て
、
・
無

垢
は
不
浄
の
行
を
作
し
た
と
嘘
言
を
す
る
。
無
垢
は
五
仙
人
の
心
を
知
り
虚
空
に
上
昇
す
る
が
、
そ
れ
を
み
て
五
仙
人
は
過
を
悔
い
た
、

と
な
す
も
の
で
あ
る
。
仏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
無
垢
が
方
便
を
も
っ
て
虚
空
に
上
昇
し
た
た
め
五
仙
人
は
過
を
悔
い
て
地
獄
に
落
ち
る
こ

姉
に
な
り
た
い
と
答
う
。
樹
提
は
女
人
に
於
て
欲
を
行
じ
な
い
と
固
辞
し
、
彼
女
の
、
若
し
夫
矧
に
な
れ
な
い
な
ら
ば
、
今
当
に
死
ぬ
べ

し
、
の
語
を
聞
き
、
私
は
四
十
二
憶
才
の
間
、
梵
行
を
修
し
禁
戒
を
破
ら
ず
に
来
た
の
で
、
ど
う
し
て
愛
染
の
非
法
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
よ
う
か
と
、
考
え
て
女
人
か
ら
七
歩
を
離
れ
た
。
し
か
し
、
彼
は
七
歩
を
離
れ
る
や
女
人
の
た
め
に
哀
愁
の
心
を
起
し
、
た
と
い
地
獄

仁
落
ち
る
と
も
そ
の
稗
を
忍
ば
ん
と
、
女
人
を
死
の
苦
か
ら
救
っ
て
や
る
こ
と
を
考
え
、
還
っ
て
女
人
の
右
手
を
把
り
、
貴
女
の
ほ
し
い

ま
凡
に
す
る
か
よ
い
、
と
語
っ
た
。
か
く
て
樹
捉
と
女
は
十
二
年
間
夫
婦
と
な
り
、
後
に
再
び
彼
は
出
家
し
命
終
の
後
梵
天
腱
生
れ
た
。

こ
の
時
の
樹
捉
は
今
の
仏
で
あ
り
、
女
は
耶
翰
陀
羅
で
あ
る
と
す
る
物
語
で
あ
る
が
、
仏
は
時
に
大
悲
心
を
起
し
た
が
故
に
生
死
の
苦

を
超
越
し
て
悟
り
を
開
き
禅
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
愛
欲
に
．
入
る
と
も
詳
薩
は
そ
れ
を
女
人
救
済
の
た
め
の
方
便
と
し
て
行
じ
て

い
る
た
め
に
、
梵
戒
を
犯
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
犯
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
な
し
て
い
る
。
即
ち
、
従
来
仏
典
が
女
人
を
嫌
悪
す
る
の

は
、
女
人
と
の
愛
欲
に
入
る
を
さ
け
ん
と
す
る
・
こ
と
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
経
は
女
人
と
の
愛
欲
を
超
克
せ
ん
と
の
意
欲
の
も
と
に
説
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
そ
し
て
、
そ
れ
は
大
悲
心
の
も
と
に
方
便
を
行
ず
・
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
悲
心
を
も
っ
て
の
方
便
行

は
、
次
の
物
語
で
は
更
に
明
脚
で
あ
る
。
．

⑥

「
碓
伽
雛
の
物
語
」

（43）



と
を
ま
ぬ
が
れ
た
の
で
あ
り
、
舎
利
弗
目
連
が
方
便
で
虚
空
に
上
れ
ば
腿
伽
離
は
地
獄
に
落
ち
な
く
て
も
よ
か
っ
た
と
語
っ
た
。
即
ち
、

こ
上
で
は
過
を
犯
す
犯
さ
な
い
が
問
題
で
は
な
く
、
如
何
に
し
て
人
々
を
過
ち
か
ら
救
っ
て
や
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
方
便
を
行
ず
る
菩

薩
の
行
動
は
す
べ
て
の
過
ち
を
超
克
す
る
途
で
も
あ
り
う
る
、
と
な
す
か
、
更
に
女
と
接
す
る
の
に
は
女
を
導
い
て
や
る
方
便
行
を
も

た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
り
う
る
。

③

「
愛
作
菩
薩
の
物
麺
」
愛
作
菩
薩
は
舎
術
城
に
入
り
乞
食
を
な
し
長
者
の
家
に
至
っ
た
。
長
者
の
娘
徳
増
は
愛
作
菩
薩
を
見
て
愛
欲
心

を
生
じ
、
欲
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
命
終
し
た
。
愛
作
菩
薩
も
彼
女
を
み
て
そ
の
心
を
知
り
淫
欲
の
想
を
な
す
が
、
す
ぐ
に
こ
の
女
人
の
何

処
を
愛
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
若
し
眼
根
を
愛
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
眼
は
無
常
で
あ
り
敗
壊
に
し
て
不
浄
肉
団
で
あ
る
等
と
考
え
て
、

結
果
欲
心
を
離
れ
無
生
法
忍
を
得
て
虚
空
に
昇
っ
た
。
こ
の
愛
作
菩
薩
は
欲
心
を
起
す
こ
と
に
依
っ
て
、
諦
法
を
推
求
し
、
魔
衆
を
破
っ

た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
衆
生
の
た
め
に
法
輪
を
賑
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
一
方
、
徳
琳
は
命
終
し
三
十
三
天
に
生
れ

た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
衆

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
女
は
自
己
の
行
動
を
回
撤
し
て
、
舎
術
城
中
で
長
者
の
娘
と
な
り
、
愛
作
菩
薩
に
た
い
し

淫
欲
の
心
を
生
じ
、
こ
の
た
め
に
命
終
し
て
女
身
を
砿
じ
天
子
と
な
り
得
た
が
、
こ
れ
は
勝
因
緑
に
由
る
故
で
あ
る
と
考
え
た
。
即
ち
、

こ
坐
で
示
さ
れ
る
も
の
は
耐
愛
作
菩
薩
は
徳
増
女
の
深
欲
の
心
に
よ
っ
て
法
輪
を
転
ず
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、
徳
増
女
は
愛
作
菩
薩

を
み
て
お
こ
し
た
瀧
欲
の
心
に
よ
り
男
子
と
な
り
得
た
の
で
あ
り
、
共
に
契
懐
は
淫
欲
心
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
淫
欲
心
は
人
間
の
も
っ

て
い
る
根
本
的
本
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
本
的
本
能
を
方
便
行
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
人
救
済
を
果
さ
ん
と
し
た
素
購
ら

し
い
蒋
眼
・
大
悲
心
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
菩
薩
の
行
ず
る
方
便
は
、
人
間
生
存
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

⑨

転
子
女
身
御
成
男
子

（44）



世
尊
。
成
熟
幾
法
能
転
女
身
。

⑫

仏
は
八
法
を
成
就
す
れ
ば
女
身
を
砿
ず
る
こ
と
か
出
来
る
と
語
る
が
、
そ
の
八
法
は

⑩

成
熟
幾
法
能
転
女
身
。

で
あ
ろ
う
。
過
ち
と
隣
り
合
せ
た
大
恋
心
は
堅
固
な
仏
を
目
指
す
信
念
な
し
で
は
な
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
俗
念
の
前
に
齢
い

て
は
女
人
不
成
仏
は
さ
し
た
る
問
題
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ｃ

浄
心
童
女
会
は
菩
提
流
志
訳
で
あ
り
、
仏
が
舎
衛
国
祇
樹
給
孤
独
園
に
お
る
時
、
波
斯
匿
王
の
娘
で
年
幼
稚
な
浄
信
が
五
百
の
童
に
衛

ら
れ
て
来
っ
て
、
菩
薩
の
正
し
い
修
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
仏
に
質
問
す
る
。
仏
は
彼
女
に
八
力
、
八
種
の
法
を
成
就
す
れ
ば
よ
ろ
し
い

と
語
り
、
そ
の
八
秋
の
法
の
十
二
種
類
計
九
十
六
椰
の
法
を
示
す
。

浄
心
童
女
は
こ
れ
を
聞
い
て
敬
暮
し
て
仏
に
転
女
身
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

６
不
悪
側

７
捨
離
介
欲

８
離
諸
邪
見

で
あ
る
が
、
仏
は
重
ね
て
八
郷
を
語
る
。

5 4 3 2 1

実不不不不
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５
於
一
二
切
人
一
不
し
生
二
邪
念
一

６
墳
一
上
意
楽
一
厭
一
離
女
身
一
。

７
住
二
群
提
心
大
丈
夫
法
｝

８
槻
二
世
家
業
一
如
し
幻
如
レ
夢

即
ち
、
前
者
の
八
法
は
女
一
般
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
道
徳
的
立
場
の
範
囲
を
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
八
法
は
仏
教
的
立
場
か
ら
説

か
れ
た
も
の
の
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
沙
門
婆
羅
門
を
供
養
し
、
女
身
を
職
離
し
、
家
業
を
幻
夢
と
観
ず
る
を
説
く
あ
た
り
、
女

人
問
題
に
つ
い
て
早
期
的
思
想
を
も
っ
た
不
完
全
な
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

念
一●｡

２
恭
敬
供
睾
養
戒
・
忍
・
多
聞
沙
門
・
婆
羅

３
於
二
夫
・
男
・
女
及
以
居
家
一
。
不
し
生
二
愛

４
受
二
持
禁
戒
｝
無
し
所
》
一
欠
犯
一犯

一

１
尊
一
壷
仏
一
深
楽
二
於
法
｝

①
法
護
訳
は
慧
上
。
締

②
大
正
十
一
、
Ｐ
班
Ｃ

③
法
設
訳
も
五
百
世
声

④
大
正
十
一
、
Ｐ
瓢
ｂ

⑤
〃
Ｐ
鋤
ｃ

③
〃
Ｐ
湖
ｃ

法
設
訳
も
五
百
世
だ

Ｐ
鋤
良 施

が
、
施
謹
訳
は
二
百
世
。

法
護
訳
は
焔
光
、
施
護
訳
は
光
明
。
．

Ｐ
鋤
Ｃ
ｌ
”
ａ
、
た
暫
し
、
施
護
訳
に
は
貧
女
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

護
訳
は
智
上
。

普門
一 1■■■

（46）



以
上
の
各
経
典
に
お
い
て
み
ら
れ
る
女
人
観
は
、
三
律
儀
会
を
除
い
て
他
は
変
成
男
身
の
思
想
で
あ
る
。
三
律
儀
会
は
女
人
に
就
て
の

説
法
で
は
な
く
、
菩
薩
の
所
行
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
執
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
女
人
の
成
仏
に
枕
て
言
及
さ

れ
な
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
Ｅ
示
さ
れ
る
女
人
観
は
、
女
人
を
男
子
よ
り
劣
性
な
も
の
と
す
る
考
え
に
発
し
て
男
子
の

修
行
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
耗
典
は
す
べ
て
女
人
が
男
子
に
姿
を
変
え
、
或
は
男
子
と
な
る
こ
と
で
成
仏
を

十
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
詳
細
に
較
べ
る
と
そ
の
中
に
は
相
遮
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
今
、
仮
に
こ
の
変
成
男
子
に
お

い
て
み
ら
れ
る
内
容
の
相
述
を
大
別
し
て
三
種
に
分
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
は
女
人
を
劣
性
の
も
の
と
視
、
戎
は
女
身
で
あ
る
こ
と
を
女
人
自
身
に
脈
離
せ
し
め
よ
う
と
す
る
立
場
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
屈
し
得
る
と
考
え
う
る
も
の
は
、
般
蒋
経
の
河
天
品
の
恒
伽
捉
婆
の
姉
に
関
す
る
説
示
、
大
樹
緊
那
羅
王
所
間
経
、
浄
心
泄
女
会

で
あ
る
。
般
若
維
河
天
品
は
女
身
を
終
る
と
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
の
表
現
は
た
薄
ち
に
女
人
の
成
仏
と
は
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
樹

緊
那
雑
王
所
間
経
は
女
人
の
変
成
男
子
に
は
十
法
行
を
修
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
な
し
、
そ
の
中
で
女
人
が
自
己
の
女
身
で
あ
る
こ
と
を
献
離

⑬⑫⑩⑨③⑦

７

″
Ｐ
弱
ｂ
ｌ
ｃ
、
施
護
訳
は
作
愛
、
此
護
訳
は
愛
敬
。

施
護
訳
は
上
財
、
法
護
訳
は
執
祥
、

大
正
十
一
、
Ｐ
”
Ｃ

〃〃 〃

６
Ｐ
腿
ｂ

″″

8

（47）



第
二
の
極
難
は
男
女
隔
別
の
観
を
な
す
こ
と
か
間
述
で
あ
り
、
一
切
極
法
は
空
に
し
て
実
体
は
な
い
の
で
あ
り
、
男
女
も
す
ら
実
体
は

な
い
と
な
し
無
男
無
女
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
経
典
は
、
転
女
身
経
。
Ⅱ
上
女
経
・
妙
慧
波
女
会
・
無
挫
徳
菩
薩
会
・
無

垢
施
菩
薩
応
弁
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
・
へ
て
、
声
聞
の
人
々
の
、
女
人
は
成
仏
出
来
な
い
と
す
る
説
示
に
た
い
し
て
、
一
切
法
空
無
男

無
女
で
あ
る
と
、
こ
の
立
場
を
論
難
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
上
で
は
声
聞
（
小
乗
）
の
も
っ
て
い
た
女
人
劣
視
の
思
想
に

堂
々
と
相
対
し
た
大
乗
の
心
意
戴
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
災
に
、
変
成
男
子
の
あ
り
方
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
く
、
声
聞
に
た

い
す
る
大
乗
の
迫
力
の
あ
ら
わ
れ
方
と
し
て
、
男
子
と
な
る
化
棚
の
表
現
は
な
さ
れ
た
と
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
大
乗
″
使
会
で
あ
る
‐
こ
＄
て
は
旅
州
か
柧
端
に
さ
ら
っ
た
労
と
女
の
関
係
が
執
り
上
げ
ら
れ
、
男
女
の
間
の
潅
欲
を
通
し
て

の
菩
薩
行
が
展
州
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
現
実
に
即
し
た
蚊
悩
即
祷
捉
の
大
通
を
示
そ
う
と
苫
心
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な

段
階
に
至
っ
て
は
女
人
不
成
仏
の
思
想
は
風
附
の
灯
の
観
を
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
二
、
鋪
三
の
立
場
に
於
け
る
も
の
は
、
大
乗
の
思

想
を
も
っ
て
如
何
に
女
人
の
間
脳
と
相
対
す
る
か
の
群
腫
の
紬
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
様
な
炊
場
か
ら
み
る
時
、
法
華
経
捉
婆
迷
多
砧

の
変
成
男
子
の
根
底
に
は
ど
ん
な
思
想
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
（
未
完
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
派
し
て
い
る
。
こ
の
自
己
嫌
悪
は
自
己
の
粘
神
状
態
や
行
動
に
対
す
る
も
の
で
な
く
、
自
己
の
型
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
だ
川
に
、
そ
れ
は
発
展
性
の
な
い
も
の
で
あ
り
女
人
に
対
す
る
劣
視
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
心
泄
女
会

も
こ
れ
と
同
搬
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
§
に
あ
る
も
の
は
男
女
隅
別
、
女
性
劣
視
の
思
想
で
あ
る
と
い
い
郡
よ
う
。
三
律
儀
会
の
、
正
法

に
適
わ
な
い
時
は
女
身
と
な
る
と
す
る
・
耐
雌
は
こ
れ
を
炎
川
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
三
伸
雌
会
を
も
第
一
の
立
珊
に
加
え
て
も
よ
か
ろ

，

。
『
夕
に

（48）



㈲
立
正
平
和
運
動
と
い
え
ば
も
う
一
豆
Ｉ
ス
性
は
か
な
り
う
す
ら
い
で
い
る
。
と
は
い
え
、
考
え
て
み
れ
ば
、
之
は
宗
学
の
内
の
体
系

宗
学
の
生
命
で
あ
り
、
実
践
宗
学
の
綱
領
で
あ
る
。
即
ち
日
蓮
宗
の
日
本
社
会
に
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
の
浮
標
で
あ
る
。
世
界
史
に
お

け
る
日
蓮
教
の
真
価
な
の
で
あ
る
。
全
く
葬
式
仏
教
中
の
多
様
式
の
随
一
の
何
か
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
今
且
く
別
と
す
る
。
日
遮

聖
人
と
い
う
も
の
が
、
た
と
い
、
す
で
に
今
は
、
生
き
た
人
と
し
て
の
伝
統
を
ど
こ
に
も
う
か
が
い
御
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
事
跣
に
文

書
に
筆
賊
に
す
ら
、
ほ
の
か
に
そ
の
在
り
し
日
の
面
影
を
想
望
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
範
囲
内
で
、
立
正
平
和
通
勤
は
歴
史
を
貫

い
て
い
る
と
忠
は
れ
る
。
ま
し
て
や
、
そ
の
教
学
的
漣
泉
に
一
掬
で
き
た
人
に
と
っ
て
は
、
七
百
年
の
変
転
さ
か
ま
く
運
命
に
、
ふ
ま
れ

た
り
、
根
こ
ぎ
に
さ
れ
た
り
、
焼
き
払
は
れ
た
り
し
乍
ら
も
、
ど
こ
か
峰
か
す
か
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
極
言
せ
ば
、
無
相
の

相
に
お
い
て
、
生
き
つ
野
き
、
は
た
ら
き
つ
蛍
い
て
、
不
増
不
減
に
、
核
運
動
は
止
ま
な
い
も
の
だ
と
信
ず
る
だ
ろ
う
と
、
私
は
信
ず
る
。

本
誌
前
号
に
述
べ
た
の
は
、
そ
の
一
端
を
私
な
り
の
拙
さ
で
描
い
た
も
の
で
、
ま
だ
核
心
に
ふ
れ
ぬ
、
具
体
的
運
動
で
も
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
、
あ
る
読
者
が
、
運
動
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
期
待
す
る
と
、
評
し
て
く
れ
た
と
い
う
よ
り
、
わ
ざ

と
ほ
め
て
く
れ
た
。
そ
の
お
こ
と
ば
に
対
し
て
す
ら
、
つ
ｒ
い
て
述
べ
ね
ば
な
る
ま
い
し
、
勿
論
巡
動
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

口
前
号
に
発
表
後
、
今
秋
の
日
並
教
学
研
究
発
表
を
期
し
て
、
迦
を
「
立
正
平
和
」
の
核
、
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
覚
え
書
き
風
の
も

立
正
平
和
の
核
運
動

室
住
妙
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解
説
を
試
よ
う
。
）

如
何
？

こ
ょ
に
、
所
訓
「
立
正
平
和
通
勤
」
の
そ
れ
と
は
趾
く
別
と
す
る
。
今
は
測
っ
て
、
根
源
の
、
「
立
正
平
和
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

之
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
立
正
安
国
論
の
、

汝
早
ク
信
仰
ノ
寸
心
ヲ
改
メ
テ
、
速
カ
ニ
実
乗
ノ
ー
普
二
飯
セ
ョ
。
然
ラ
・
ハ
則
チ
三
界
ハ
皆
、
仏
国
ナ
リ
。
仏
国
ソ
レ
表
ヘ
ン
ャ
。

十
方
ハ
悉
ク
宝
土
ナ
リ
。
宝
土
何
ゾ
壊
レ
ン
ャ
。
国
二
衰
微
ナ
ク
、
土
二
破
壊
ナ
グ
ン
・
ハ
、
身
ハ
是
レ
安
全
、
心
ハ
是
レ
禅
定
ナ
ラ

ン
ｃ
コ
ノ
詞
、
コ
ノ
言
、
信
ズ
ベ
ク
、
崇
ム
ペ
シ
。
の
御
文
に
本
づ
く
。

こ
の
「
実
乗
ノ
ー
善
」
こ
そ
、
立
正
平
和
の
唯
一
の
種
で
あ
り
、
核
で
あ
る
と
信
ず
る
。
（
今
こ
の
種
核
の
十
如
是
を
左
の
如
く
挙
げ
て

の
を
、
「
日
蓮
宗
布
教
研
修
所
だ
よ
り
」
に
掲
げ
た
。
之
に
本
い
て
、
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
解
説
し
て
、
会
衆
に
き
い
て
い
た
ｒ
い
た
。

そ
こ
で
こ
上
で
は
、
そ
の
プ
リ
ン
ト
を
再
録
し
、
や
凡
委
細
に
諭
旨
を
す
Ｌ
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

臼
プ
リ
ン
ト
「
立
正
平
和
」
の
核

今
や
、
平
和
運
動
は
、
三
十
六
億
の
心
胸
を
擁
か
す
事
実
で
あ
る
。
．
：
…
但
し
、
そ
れ
に
応
ず
ぺ
さ
、
我
ら
の
誠
実
さ
は
、
は
た
し
て

門
我
々
は
、
全
人
類
、
永
遠
の
主
・
師
・
親
を
、
釈
迦
牟
尼
仏
で
あ
る
と
信
仰
す
る
。

口
そ
の
釈
尊
の
真
実
、
正
嫡
の
御
弟
子
が
、
日
遮
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
、
実
証
的
に
信
認
す
る
。

日
全
世
界
及
大
宇
宙
的
絶
対
平
和
は
、
た
し
か
に
、
釈
尊
よ
り
日
蓮
聖
人
へ
と
流
れ
て
来
た
血
恥
に
、
理
念
と
し
て
、
譜
願
と
し
て

蹴
っ
て
い
る
。
い
な
、
歴
史
的
事
業
と
な
っ
て
い
る
。

四
宗
祖
大
聖
人
の
御
一
代
（
満
六
十
年
）
は
、
雌
し
く
、
之
が
人
間
的
国
家
的
世
界
史
的
実
現
運
動
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
、
一
万
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伽
か
ｔ
る
種
核
、
「
如
来
一
切
秘
要
之
蔵
」
を
行
持
し
て
、
大
宇
宙
に
実
現
す
る
大
事
業
を
、
「
如
来
一
切
甚
深
之
事
」
と
さ
れ
る
。

伽
甚
深
之
瓢
の
行
持
、
実
践
的
事
行
は
、
「
今
身
ヨ
リ
仏
身
二
至
ル
マ
デ
能
ク
持
チ
泰
ル
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
に
外
な
ら
ぬ
。
但
し

須
要
な
点
は
、
こ
の
能
の
一
宇
に
つ
き
、
善
く
良
く
慎
重
な
吟
味
を
要
す
る
。
完
器
の
礫
、
我
慢
偏
執
の
誠
、
十
四
誹
誘
等
。

㈹
已
下
は
、
も
は
や
、
当
然
必
然
の
流
れ
で
、
個
々
の
色
心
・
三
業
は
、
家
庭
に
社
会
に
教
団
に
国
家
に
世
界
等
に
と
及
ん
で
、

仁
者
無
敵
の
王
者
、
四
天
下
を
自
在
に
神
通
遊
戯
す
る
金
輪
大
王
の
如
く
、
大
摂
受
・
大
折
伏
し
て
進
軍
す
る
。
…
…
は
て
は
、
地

尚”心
そ
の
作
川
の
、
「
如
来
一
切
自
在
神
力
」
と
は
、
八
法
界
は
皆
寂
光
土
Ｖ
を
目
覚
め
て
拝
す
る
。
即
ち
、
無
上
の
尊
さ
を
拝
し
得

る
目
を
開
か
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
開
目
の
良
薬
を
種
と
い
う
。
種
の
機
能
性
・
内
在
の
世
界
機
織
を
核
と
い
う
。

根
本
尊
崇
（
椛
造
的
中
心
）

一
の
三
は
、
極
の
一
点
に
集
約
し
、

本
来
尊
重
（
展
開
体
系
）

本
有
尊
形
（
現
実
存
在
）

茶
羅
、
輪
円
具
足
と
称
さ
れ
る
。

全
宇
宙
に
拡
大
し
て
い
く
の
を
首
題
と
い
典
、
不
思
議
な
大
光
輪
圏
の
唯
一
の
目
を
題
目
と
い
腿
、
こ
の
微
妙
の
様
相
を
、
妙
法
員

一

ノ
遡
号
ナ
リ
’
１
１

宇
七
字
で
あ
る
リ

二
千
年
の
中
で
も
、
中
祁
的
関
節
で
あ
る
。

而
も
宗
祖
滅
後
、
今
日
こ
そ
、
そ
の
神
聖
な
運
動
を
復
活
す
べ
く
、
先
づ
そ
の
種
核
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
で
あ
る
。

宗
柵
の
お
示
し
に
よ
れ
ば
、
極
と
は
妙
法
五
字
七
字
と
す
る
。
即
ち
、
「
如
来
ト
ハ
十
方
三
世
ノ
諸
仏
、
二
仏
三
仏
、
本
仏
迩
仏

ノ
遡
号
ナ
リ
」
と
い
う
如
来
、
「
十
方
仏
土
中
唯
有
一
乗
法
無
二
亦
無
三
」
の
妙
法
蓮
華
経
の
如
来
の
、
寿
量
品
の
、
肝
心
の
、
五
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⑲
仮
り
に
掲
げ
た
十
条
の
中
、
㈲
に
つ
い
て
は
、
仏
教
徒
の
世
界
に
は
全
く
、
異
議
の
あ
る
べ
く
も
な
い
と
恩
は
れ
る
。
が
し
か
し
、

そ
の
純
粋
さ
と
徹
底
さ
に
於
い
て
は
、
唯
だ
法
花
経
の
行
者
日
蓮
聖
人
を
以
て
そ
の
肢
と
す
る
こ
と
も
、
恐
ら
く
は
日
本
及
び
、
世
界
の

仏
教
徒
に
於
い
て
黙
然
信
受
す
る
事
で
あ
ろ
う
が
、
未
だ
そ
の
事
実
も
理
由
も
知
ら
な
い
の
が
大
多
数
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
㈲
の
内
容

は
平
凡
々
と
い
え
る
位
の
正
常
さ
。
そ
れ
を
後
世
、
と
や
か
く
過
不
及
し
た
誤
や
偏
執
か
ら
釈
尊
以
外
の
仏
を
あ
が
め
る
、
全
く
異
端
そ

の
も
の
の
宗
教
が
今
日
な
ほ
そ
の
本
流
の
よ
う
な
勢
力
を
維
持
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

こ
の
条
項
に
は
、
教
主
釈
尊
の
三
徳
と
永
遠
性
と
を
う
ち
出
し
て
あ
る
が
、
実
に
三
徳
を
仏
陀
た
る
の
精
神
的
本
質
と
考
え
た
と
き
に

こ
そ
、
已
下
九
ケ
条
の
天
運
を
啓
開
す
る
母
胎
た
る
こ
と
が
、
肯
か
れ
得
よ
う
。

口
に
お
い
て
は
、
全
一
仏
教
の
教
学
的
結
論
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
合
理
的
に
理
性
的
に
教
学
的
に
。
宗
派
的
立
場
か
ら
、
そ
う
在
り
た

い
と
希
望
す
る
信
念
で
は
な
く
し
て
、
荷
く
も
、
仏
教
か
、
真
実
の
仏
教
で
あ
り
、
全
部
ま
と
ま
っ
た
峨
一
の
仏
教
と
み
な
す
か
ぎ
り
、

そ
の
上
に
立
つ
法
華
経
教
学
、
而
も
仏
教
点
学
史
的
流
れ
、
そ
し
て
日
蓮
聖
人
御
一
代
の
事
餓
か
ら
、
突
証
さ
れ
る
。
そ
れ
を
た
ｒ
、
我

々
は
真
而
目
に
認
め
、
索
臘
に
信
ず
る
。

日
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
の
糒
命
を
ど
う
つ
か
む
か
、
設
え
ば
、
「
全
一
仏
教
ｌ
法
華
経
」
と
い
う
大
地
を
、
思
想
と
か
哲
学
と
か
い
う

光
線
で
照
ら
し
出
し
て
、
い
は
ｒ
、
記
小
・
久
成
と
か
、
教
法
論
の
統
一
と
仏
身
論
の
統
一
と
し
て
つ
か
む
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
は
仏
性

論
・
一
念
三
千
論
で
、
つ
め
て
も
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
は
記
号
化
さ
れ
、
術
語
化
さ
れ
、
思
想
系
の
う
ち
に
組
織
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ

上
の
あ
ら
ゆ
る
主
権
・
国
塊
・
民
族
・
伝
統
・
宗
教
等
々
、
各
々
そ
の
処
を
得
、
百
花
そ
の
根
性
を
発
輝
し
、
永
遠
の
（
常
）
絶
対

平
和
の
（
寂
）
円
融
文
化
（
光
）
の
世
界
が
、
こ
の
地
球
上
に
（
土
）
現
は
れ
る
、
そ
う
い
う
常
寂
光
土
で
あ
る
。

尊
い
哉
・
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実
に
、
八
釈
尊
と
法
華
経
と
日
蓮
Ｖ
の
三
者
の
つ
な
が
り
こ
そ
が
、
立
正
平
和
の
基
溌
な
の
で
あ
る
。

脚
の
年
数
の
比
を
い
う
の
で
は
な
い
。
（
一
○
○
○
対
五
）
（
○
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
五
な
る
も
の
が
全
く
、
光
前
照
後
の
中
祁
性
を

指
摘
し
、
大
事
業
運
鴬
に
関
す
る
主
要
責
任
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
Ｈ
の
永
遠
・
三
徳
、
本
門
三
宝
と
い
Ｌ
、
唱
導
師
と
い
腿
、
予
言

実
証
と
い
典
、
今
更
と
か
く
こ
、
に
弁
ず
ぺ
く
も
な
い
。
こ
の
運
動
の
在
り
方
こ
そ
、
斯
の
人
の
み
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
神
力
品
の
偶

文
レー
ピー

於
如
来
滅
後
知
仏
所
説
経
因
縁
及
次
第
随
義
如
実
説
如
日
月
光
明

能
除
諸
幽
冥
斯
人
行
世
間
能
滅
衆
生
間
教
無
量
菩
薩
畢
覚
住
一
乗

と
、
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
に
、
教
主
釈
尊
よ
り
、
絶
大
信
頼
を
以
て
、
全
権
を
委
し
、
讃
歎
祈
念
を
尽
く
し
て
呪
し
た
ま
う
。

因
た
し
か
に
世
界
的
・
世
界
史
的
と
い
う
文
字
通
り
に
、
現
代
の
今
日
の
只
今
こ
そ
、
大
危
機
の
一
点
に
立
つ
。
或
は
な
お
以
上
か
も
知

れ
ま
い
。
人
類
史
よ
り
は
、
地
球
史
生
物
史
に
ま
で
及
ぶ
危
機
で
あ
る
。
之
を
よ
く
、
す
く
い
得
る
も
の
、
た
ｒ
こ
の
神
聖
な
運
動
の
み

が
、
精
神
文
化
財
と
し
て
、
何
ら
か
の
用
途
に
操
作
さ
れ
得
よ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
必
要
で
も
あ
り
、
結
好
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し

実
は
、
そ
う
し
た
思
想
的
文
化
財
を
産
み
出
し
た
生
命
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
な
ほ
別
に
、
そ
の
思
想
的
意
味
表
現
の
、
意
味
の
意
味
、

、
、

、
、

先
覚
的
な
目
的
、
意
志
と
い
う
も
の
こ
そ
一
層
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
之
を
、
私
は
そ
こ
に
、
「
理
念
と
し
て
、
誓
願
と
し
て
」
と
添

え
て
お
い
た
。
釈
尊
が
、
仏
陀
と
し
て
、
こ
の
現
実
世
界
に
、
大
地
に
立
た
せ
た
ま
う
た
事
実
と
、
そ
の
お
意
志
を
う
か
が
は
う
と
す

る
。
そ
れ
で
な
く
て
は
日
蓮
聖
人
の
御
心
持
も
、
し
っ
か
り
と
つ
か
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
全
世
界
乃
至
大
宇
宙
的
絶
対
平
和
へ
の

祈
り
と
歩
み
」
こ
そ
が
、
広
大
深
遠
の
仏
教
哲
学
に
も
、
雄
大
微
妙
の
日
蓮
聖
人
の
生
命
に
も
事
業
に
も
、
重
要
な
関
係
が
な
く
て
は
な

ら
ぬ
と
す
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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㈱
こ
の
一
条
は
、
木
宗
、
Ｈ
逆
門
下
全
部
に
於
い
て
全
く
災
存
は
な
か
ろ
う
と
信
ず
る
。
し
か
し
、
「
如
来
卜
匡
と
、
天
命
の
釈
を

借
り
た
の
は
水
門
が
敗
品
の
釈
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
一
般
の
仏
の
通
称
（
十
号
の
こ
だ
と
、
を
さ
え
る
た
め
で
あ
る
。
十
方

仏
士
の
経
文
は
、
宇
術
的
空
間
に
お
け
る
唯
一
仏
乗
を
証
す
る
た
め
に
、
唯
一
仏
乗
の
妙
法
迩
華
経
の
如
来
寿
哉
と
は
、
常
住
不
滅
の
御

生
命
で
あ
る
。
そ
の
肝
心
と
い
う
は
正
に
臓
鮒
に
当
る
五
字
七
字
で
あ
る
。

「
夫
生
死
一
大
事
血
脈
と
は
所
謂
妙
法
蓮
華
経
是
也
。
典
故
は
釈
迦
多
宝
二
仏
、
宝
塔
の
中
に
し
て
、
上
行
菩
薩
に
譲
り
総
ふ
ｃ
此
妙
法

蓮
華
経
の
五
字
は
、
過
去
遠
々
劫
よ
り
巳
来
、
寸
時
も
離
れ
ざ
る
血
脈
な
り
、
（
中
略
）
然
れ
ば
久
遠
実
成
の
釈
尊
と
、
皆
成
仏
道
の
法
華

経
と
我
等
衆
生
と
の
三
、
全
く
差
別
無
し
と
解
て
、
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
奉
る
処
を
、
生
死
一
大
事
の
血
脈
と
は
云
ふ
世
。
此
事
但
、
日

蓮
弟
子
檀
那
等
の
肝
要
也
。
」
Ｉ
（
五
二
二
）

㈱
は
、
こ
の
極
の
作
川
は
、
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
」
の
現
象
即
実
在
で
あ
ろ
う
。
（
ご
一
七
三
）
ｌ
「
退
転
な
く
修
行
し
て
、
鹸
後
臨

終
の
時
を
待
っ
て
御
覧
ぜ
よ
・
妙
覚
の
山
に
走
り
登
っ
て
、
四
方
を
さ
っ
と
見
る
な
ら
ば
、
あ
ら
、
面
白
や
、
法
界
は
皆
、
寂
光
士
に
し

て
、
刑
璃
を
以
て
地
と
し
、
金
の
繩
を
以
て
、
八
逆
を
界
へ
り
、
天
よ
り
四
甑
の
花
ふ
り
、
虚
空
に
音
楽
聞
え
て
、
諸
仏
菩
薩
は
常
楽
我

浄
の
風
に
そ
よ
め
さ
、
嫉
楽
快
楽
し
給
ふ
ぞ
や
。
我
等
も
其
の
数
に
列
り
て
、
遊
戯
し
楽
む
ぺ
さ
事
、
は
や
近
づ
け
り
。
偏
心
弱
く
し
て

は
、
か
Ｌ
る
目
出
度
さ
所
に
行
く
べ
か
ら
ず
、
ノ
、
ｃ
」

に
在
る
と
信
ず
る
。
卿
に
お
い
て
、
宗
祖
当
面
の
こ
と
は
立
正
安
国
を
実
証
な
さ
れ
、
救
護
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
世
界
平
和

は
、
我
々
の
分
々
の
黄
任
に
於
い
て
、
充
分
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
い
か
に
具
体
的
運
動
を
起
す
べ
き
か
と
な
る
。
「
今
日
こ

●
●

そ
そ
の
神
聰
な
通
勤
を
復
活
す
ぺ
く
、
」
云
々
と
好
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
実
は
こ
＄
に
こ
そ
重
要
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
後

に
述
べ
よ
う
。
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法
花
仏
教
の
在
滅
に
わ
た
る
勝
妙
な
構
造
と
展
開
を
整
然
と
見
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
未
来
四
一
の
本
化
別
付
・
末
法
の
初
の
後
五
広
付
を

も
ち
ろ
ん
、
臨
終
の
時
を
ま
た
ず
と
、
死
を
超
え
た
ら
、
い
つ
で
も
拝
せ
る
で
あ
ろ
う
。
．
心
欲
見
仏
不
自
惜
身
命
時
我
及
衆
俄

倶
出
霊
鷲
山
我
此
土
安
穏
天
人
常
充
満
」
云
々
冥
目
し
て
み
る
の
で
な
く
、
心
眼
を
開
い
て
み
る
。
め
ざ
め
て
拝
す
る
。

そ
の
目
の
良
薬
の
専
売
権
、
「
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
盲
目
を
ひ
ら
け
る
功
徳
あ
り
。
無
間
地
獄
の
道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ
。
」
と

そ
れ
を
今
、
こ
の
法
に
つ
い
て
、
良
薬
に
内
在
せ
る
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
如
来
寿
量
品
の
文
義
は
、
た
し
か
に
こ
上
に
掲

げ
た
、
本
尊
三
義
に
善
く
恰
当
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

久
遠
無
始
の
本
因
本
果
は
こ
れ
構
造
中
心
の
尊
厳
さ
、
爾
来
の
大
化
は
展
開
体
系
の
尊
貴
な
実
証
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
の
万
有
が

そ
の
ま
Ｌ
、
こ
の
本
仏
の
依
正
・
能
所
の
化
用
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
是
好
良
薬
に
調
剤
さ
れ
、
結
晶
さ
れ
た
五
字
で
あ
る
。

ｗ
こ
の
広
大
な
秘
密
の
開
展
を
、
本
化
別
付
に
先
立
っ
て
、
十
大
神
力
と
‐
し
て
示
さ
れ
た
。
之
に
つ
い
て
天
台
の
釈
を
借
り
て
み
る
。

十九八七六

通遥成空普
一散皆中見
仏衆販唱大
土物命声会

l l I l l
理行人教機

I l l I I

' ｜

一
出
広
長
舌
ｌ
信
一
’

二
通
身
放
光
ｌ
理
一
’

三
馨
咳
Ｉ
教
一
’

四
弾
擶
ｉ
人
一
’

五
地
六
諏
動
１
行
－
１ 川

一
’
一’

－

未
来

（
滅
後
）

四
一

本
迩
二

（
在
世
）

門
四
一
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明
示
し
予
表
し
て
、
現
実
に
常
寂
土
を
指
し
て
を
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
㈹
は
た
瞳
、
之
に
本
い
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。

㈹
右
の
大
業
を
正
式
に
御
付
噸
な
さ
れ
た
嵐
・
荷
を
結
要
四
句
と
す
る
。
そ
こ
膳
も
、
犬
台
の
五
玄
の
釈
に
対
し
て
、
本
宗
の
三
秘
を
あ
て

法
華
経
の
行
者
（
能
持
是
経
者
）
は
題
目
の
行
者
、
そ
れ
の
み
が
立
正
平
和
の
核
運
動
者
で
あ
る
。
こ
の
優
勝
な
法
器
を
規
定
づ
け
ら
れ

法
華
経
の
行
者
（
能
持
是
経
者
）
は
》

伽
右
の
三
大
秘
法
単
的
の
受
持
を
的
示
す
る
。
こ
、
に
、
能
持
の
能
の
吟
味
こ
を
、
ボ
棚
の
御
一
代
身
を
以
て
示
さ
れ
た
大
戦
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
こ
Ｌ
で
今
、
立
正
平
和
の
核
遮
動
と
い
う
。

一
言
で
、
我
慢
偏
執
を
な
く
し
て
持
つ
こ
と
、
「
さ
れ
ば
若
暫
持
者
我
則
歓
啓
諸
仏
亦
然
と
説
き
給
ふ
は
此
の
心
也
。
さ
れ
ば
三
世
の
諸

仏
も
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
以
て
仏
に
成
り
総
し
也
ｃ
三
世
の
諸
仏
の
出
世
の
本
懐
、
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
の
妙
法
と
云
は
足
也
。
是
等

の
趣
を
能
々
心
符
て
、
仏
に
成
る
逆
に
は
、
我
慢
侃
執
の
心
な
く
、
南
雌
妙
法
迩
華
経
と
唱
へ
奉
る
べ
き
者
也
」
と
、
法
華
初
心
成
仏
抄

の
趣
を
能
々
心
符
て
、
仏
に
成
る
群

「
此
の
覆
漏
汚
雑
の
四
の
失
を
離
れ
て
候
器
を
ば
完
器
と
申
し
て
、
ま
た
き
器
也
。
ほ
り
・
つ
Ｌ
み
、
漏
ら
ざ
れ
ば
、
水
失
す
る
事
な
し
。

信
心
の
こ
心
ろ
全
け
れ
ば
、
平
等
大
慧
の
智
水
、
乾
く
こ
と
な
し
。
‐
一
た
し
か
に
平
等
大
慧
の
智
水
こ
そ
、
照
ら
し
も
潤
し
も
す
る
。
立

て
、
秋
元
御
書
（
一
七
三
こ
に
は
、

も
み
よ
う
。

に
結
ば
れ
て
い
る
。
（
一
四
三
三
）

如
来
一
切
所
狗
之
法
１
名
’
一
大
秘
法
ｌ
‐

州
畔
一
地
蝉
嘩
鋤
岬
川
州
川
雑
鋤
’
’
１
本
Ⅲ

如
来
一
切
甚
深
之
事
Ｉ
ボ
ー
題
目
’
一

皆
於
此
絲
宣
示
顕
祝
‐
Ｉ
教
ｌ
‐
一
郁
八
巻
‐
１
１

（56）



次
に
十
四
誹
諦
の
問
題
は
、
偏
行
の
反
極
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ご
く
か
り
そ
め
の
盲
点
か
ら
、
服
ん
だ
災
禍
も
招
く
よ
う
に
、
か
上
る

聖
者
の
訓
誠
を
常
に
身
に
つ
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
ご
ろ
は
、
さ
ほ
ど
誘
法
を
璽
視
も
さ
れ
ず
、
厳
し
く
云
は
れ
な
い
よ
う
だ

が
、
そ
れ
だ
け
に
却
て
危
険
で
あ
る
。
こ
の
出
処
は
瞥
嚥
品
の
偶
文
で
、
天
台
の
釈
出
に
ま
つ
。

一
、
僑
慢
、
二
、
僻
怠
、
三
、
計
我
、
四
、
浅
識
、
五
、
蒋
欲
、
火
、
不
解
、
七
、
不
備
、
八
、
蛾
勝
、
九
、
雑
篭

十
、
疑
惑
、
十
一
、
経
善
、
十
二
、
嫉
善
、
十
三
、
佃
善
、
十
四
、
恨
善
。

こ
の
う
ち
、
一
・
二
・
五
は
個
人
的
態
度
に
、
三
・
四
・
六
・
七
は
教
義
に
つ
い
て
の
相
貌
、
八
・
九
・
十
は
深
ま
っ
た
誇
り
で
あ
る
。

十
一
’
四
は
、
法
華
経
の
持
者
へ
の
態
度
で
あ
る
。
身
口
恵
三
業
に
、
道
俗
に
わ
た
っ
て
、
本
宗
々
徒
の
自
誠
と
す
べ
き
こ
と
を
「
此
十

四
誹
誇
は
在
家
出
家
に
亘
る
ぺ
し
。
可
恐
々
々
。
」
（
言
一
六
六
）
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

、
、

以
上
で
、
プ
リ
ン
ト
の
解
説
を
大
体
終
へ
た
と
し
て
、
な
ほ
、
四
の
項
の
復
活
の
語
に
つ
い
て
次
に
考
え
て
み
る
。

そ
も
ノ
ー
、
こ
の
神
聖
な
述
動
は
六
七
百
年
中
死
滅
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
り
そ
め
に
も
、
叱
滅
し
た
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
連
動
な

の
か
。
そ
れ
を
ま
た
我
々
の
力
で
派
か
し
得
る
の
か
。
法
を
雌
ん
じ
ゃ
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
我
に
慢
じ
ゃ
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
、
聖

な
れ
ば
こ
そ
、
事
、
璽
大
な
れ
ば
こ
そ
こ
＄
に
深
く
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
若
し
も
、
「
身
ハ
帷
ウ
シ
テ
法
ヲ
亜
ウ
セ
ョ
」
と
の

厳
誠
に
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
邸
功
を
識
じ
て
も
却
っ
て
法
の
心
を
殺
し
て
は
、
そ
れ
こ
そ
世
界
平
和
は
、
池
沫
の
ご
と
く
、
、
ン
ン
キ
ロ
ゥ

の
ご
と
く
に
消
え
て
い
く
、
と
同
時
に
、
自
身
は
、
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
墜
落
し
、
無
間
地
獄
の
底
に
到
っ
て
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。

実
に
こ
の
神
聖
な
運
動
は
、
我
々
が
生
滅
殺
活
を
沙
汰
し
、
操
作
す
べ
き
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
㈹
’
四
に
と
展
開
し
来
っ
た
跡

は
、
是
れ
不
生
の
生
・
不
滅
の
滅
の
、
不
可
思
議
の
隠
顕
な
の
で
あ
る
。

正
平
和
の
力
で
あ
る
。
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ま
も
な
く
、
日
教
研
大
会
に
出
啼
、
山
中
啓
八
先
生
の
、
「
若
布
諦
聴
」
と
い
う
お
祝
を
さ
い
て
い
ょ
ノ
、
こ
の
偏
念
の
正
し
い
こ
と
を

証
明
さ
れ
た
よ
う
に
覚
え
た
。
そ
れ
は
山
中
先
生
の
恩
師
、
片
岡
随
喜
先
生
の
逸
話
と
し
て
御
宝
前
に
よ
み
あ
げ
る
回
向
文
を
永
年
修
補

を
加
え
つ
Ｌ
、
冊
有
余
稿
に
及
ぶ
“
中
に
「
若
有
」
と
「
諦
聴
」
の
経
文
の
字
を
借
り
て
、
之
を
勤
経
の
態
度
と
さ
れ
た
と
い
う
。
殊
に

若
有
は
方
便
品
の
「
若
有
聞
是
法
皆
巳
成
仏
道
」
（
若
し
是
の
法
を
聞
く
こ
と
有
り
し
者
は
、
皆
己
に
仏
道
を
成
じ
き
）
、
同
じ
く
「
若

有
聞
法
者
無
一
不
成
仏
」
、
（
若
し
法
を
聞
く
こ
と
有
ら
ん
者
、
一
と
し
て
成
仏
せ
ざ
る
者
な
し
。
）
と
い
う
文
、
こ
の
若
有
を
、
特

よ

別
な
訓
で
よ
み
、
自
ら
誠
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
訓
み
は
、
「
イ
マ
シ
メ
サ
ス
ゴ
ト
ク
」
（
現
に
そ
こ
に
お
い
で
に
な
る
ご
と
く
）
と

、
、

い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
若
有
を
（
も
し
．
：
す
る
こ
と
あ
ら
ば
）
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
、
成
仏
は
保
証
で
き
ぬ
。
成
仏

に
必
当
す
る
若
有
と
は
、
正
に
、
そ
こ
に
隙
然
と
釈
迦
仏
の
お
い
で
ま
し
ま
し
、
金
口
の
梵
音
声
を
聞
き
奉
る
思
い
を
な
す
べ
き
で
、

●
●

「
諦
聴
々
々
」
と
く
れ
人
く
Ｉ
も
仰
せ
遊
ば
し
て
を
る
型
こ
§
に
目
ざ
め
る
こ
と
、
之
を
立
正
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
立
正
平
和
連
動
と

、
、
、
、

は
、
先
づ
「
若
有
・
諦
聴
」
よ
り
始
ま
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
号
の
結
論
に
も
「
こ
の
光
に
よ
っ
て
世
界
人
類
が
自
づ
と
平
和
へ
の
道
を
各
自
に
発
見
で
き
る
、
そ
う
い
う
光
で
あ
る
。
」
ま
た
「
現

下
に
お
け
る
、
立
正
平
和
連
動
は
、
本
質
的
に
は
、
た
っ
た
一
人
で
も
仏
知
見
を
開
示
悟
入
す
る
と
い
う
一
件
で
あ
る
。
」
Ｉ
そ
の
一
件

の
解
決
こ
そ
、
若
有
・
諦
聴
で
あ
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
に
素
直
な
真
面
目
さ
に
徹
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

普
賢
品
第
廿
八
に
は
、
釈
尊
は
普
賢
菩
朧
を
よ
び
か
け
ら
れ
て
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
？

と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。

既
に
如
是
相
性
乃
至
本
末
究
党
の
等
に
至
っ
て
は
凡
下
の
我
ら
の
口
舌
に
弄
す
べ
く
も
な
い
処
、
ま
し
て
復
活
な
ど
及
び
も
つ
か
ぬ
こ

と
で
あ
る
。
た
ｒ
、
そ
の
典
々
の
参
加
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
柵
る
ぺ
く
、
精
進
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
態
度
こ
そ
深
亜
な
迩
味
が
あ
る
こ
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当
知
是
人
為
釈
迦
牟
尼
仏
手
朧
其
頭

当
知
是
人
為
釈
迦
牟
尼
仏
衣
之
所
覆
」
云
々
と
つ
ｒ
く
が
、
五
返
の
当
知
是
人
に
は
、
絶
対
的
に
平
和
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
今
此
三

界
皆
赴
我
布
、
其
中
衆
生
、
悉
延
吾
子
、
乃
至
唯
我
一
人
能
為
救
謹
の
釈
迦
仏
が
、
御
手
を
以
て
な
で
た
ま
う
、
衣
を
も
っ
て
お
ほ
い
た

ま
う
と
い
う
。
そ
う
き
い
た
な
ら
、
絶
対
に
艇
れ
な
い
で
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
だ
が
若
布
諦
聰
で
な
く
ば
信
じ
ら
れ
な
い
。
不
信
で
は

お
自
我
偶
は
何
の
た
め
に
よ
む
の
か
。
そ
れ
で
は
本
尊
抄
の
「
今
本
時
娑
婆
世
界
」
は
ど
こ
へ
往
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で

は
十
神
力
の
特
に
後
の
五
神
力
の
空
中
唱
声
の
声
も
き
か
ず
、
威
皆
販
命
も
せ
ず
し
て
は
、
ど
う
し
て
通
一
仏
土
が
現
前
す
る
の
か
。
宗

門
人
は
、
本
熟
に
な
っ
て
、
法
華
経
の
文
字
を
よ
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
々
文
々
麸
真
仏
と
ま
で
は
、
行
か
な
く
と
も
、
ご
く
す
な

ほ
な
き
も
ち
で
、
拝
読
し
た
ら
ば
、
立
正
平
和
の
核
運
動
は
、
は
ち
き
れ
る
ほ
ど
沸
き
立
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
狂
う
て
し
ま
う
て
は
、
全
く
、
近
し
と
い
え
ど
も
見
え
な
い
の
だ
。
だ
が
し
か
し
、

結
経
に
は
、
厳
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

「
時
二
空
中
ノ
脚
、
即
チ
足
ノ
語
ヲ
説
カ
ン
。

釈
迦
牟
尼
仏
ヲ
毘
庶
遮
那
・
逓
一
切
処
卜
名
ヅ
ク
。

其
ノ
仏
ノ
住
処
ヲ
常
寂
光
土
ト
名
ヅ
ク
。

「
若
有
受
持
続
訓
正
憶
念
修
習
諜
写
足
法
雅
経
者

当
知
足
人
則
見
釈
迦
牟
尼
仏
、
如
従
仏
口
間
此
経
典

当
知
走
人
供
養
釈
迦
牟
尼
仏

当
知
是
人
仏
読
替
故
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如
寂
ナ
リ
解
脱
ナ
リ
、
乃
至
般
若
波
羅
蜜
ナ
リ
。
」
と
あ
る
。

こ
う
し
て
、
私
は
信
ず
る
、
立
正
平
和
の
核
運
動
の
十
如
足
は
、
先
づ
一
念
信
解
・
一
念
随
啓
を
本
門
立
行
の
初
め
と
な
し
、
そ
し
て
本

給
大
縁
寂
光
為
北
を
以
て
本
末
究
党
等
と
さ
れ
よ
う
と
。

楽
波
羅
蜜
ノ
身
心
ノ
相
二
住
セ
ザ
ル
処

常
波
羅
蜜
ノ
摂
成
セ
ラ
ル
ル
処

我
波
羅
蜜
ノ
安
立
セ
ラ
ル
ル
処

浄
波
羅
蜜
ノ
有
相
ヲ
滅
セ
ル
処

有
無
ノ
諸
法
ノ
相
ヲ
見
ザ
ル
処
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(」
一 ■

上 申

一争

III 、
斐略
イミ
I唯
k
人

の伝
II1
jL、

想
と

偏
仰

㈹
は
じ
め
に

一
、
柳
宗
悦
氏
の
水
喰
上
人
の
発
見
と
螂
蹄
の
研
究
に
つ
い
て

．
↑
、
水
食
行
背
と
は

．
、
ト
ー
火
・
ｌ

ｌ
。

〕酔酬”

鋪
一
瓢
天
等
大

第
二
賊
Ⅱ
本
廻

第
三
願
仏
作
願

第
四
願
布
精
四

節
五
瓢
一
切
衆

第
六
願
無
別
方

第
七
願
薇
ャ
常

第
八
願
常
念
仏

第
九
願
一
切
経

天
等
大

甲
斐
木
喰
上
人
の
思
想
と
信
仰

|I

供
養
法
門

Ⅱ
本
廻
刷
八
宗
一
兇

仏
作
願
心
十
方
カ
フ
ガ

布
精
四
百
衆
病
見

一
切
衆
生
一
夜
説
法

無
別
方
使
戒
海
水
心

薇
ャ
常
光
明
真
言

常
念
仏
因
縁
ノ
所
二

一
切
経
衆
生
ア
ン
ィ
ノ
ク
メ

次

中
里

日

應

（61 ）



「
木
喰
」
と
云
う
名
は
、
し
ば
ノ
、
耳
に
し
た
こ
と
は
あ
る
か
深
い
関
心
も
持
た
ず
、
従
っ
て
一
‐
甲
斐
の
水
陸
か
果
し
て
何
時
頃
の

人
で
、
如
何
な
る
生
涯
を
送
っ
た
人
か
は
知
る
由
も
な
く
、
又
深
く
知
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
．
と
こ
ろ
か
身
延
町
に
お
い
て
文
化
財
研

究
の
方
々
が
〃
下
部
町
の
丸
畑
と
い
う
辺
鄙
の
山
の
上
の
部
落
に
一
‐
木
喰
上
人
』
の
生
れ
た
と
こ
ろ
か
あ
り
、
又
そ
の
近
く
の
永
寿
庵
と

。
』
一
一

云
う
お
寺
に
は
、
水
喰
上
人
の
彫
刻
し
た
五
智
如
来
の
像
が
あ
り
、
更
に
身
延
町
帯
金
浄
仙
院
下
の
薬
師
堂
に
は
上
人
作
の
薬
師
如
来
像

が
祀
ら
れ
て
あ
る
〃
と
云
う
話
を
聞
き
、
そ
れ
か
ら
幾
日
か
過
ぎ
て
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
薬
師
像
を
拝
み
に
行
っ
た
の
か
、
縁
の
は
じ
ま

り
で
あ
っ
た
。
帯
金
部
落
は
身
延
山
麓
を
流
れ
る
富
士
川
を
距
て
た
川
岸
に
近
い
部
落
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
薬
師
堂
は
木
喰
上
人
が
寛
政

十
二
庚
申
年
十
月
廿
六
日
、
八
十
三
才
の
時
に
製
作
し
た
薬
師
如
来
像
が
安
置
し
て
あ
る
お
堂
で
あ
り
、
そ
の
堂
は
間
口
一
間
半
奥
行
一

Ｈ
「
は
じ
め
に
」

(卿（-，

四
、
上
人
法
名
の
変
遷
に
つ
い
て

１
、
三
界
無
庵
無
仏
木
喰
行
道

２
、
天
一
自
在
法
門
木
喰
五
行
菩
薩

３
、
神
通
光
明
木
喰
明
満
仙
人

五
、
上
人
の
木
食
行
に
つ
い
て

現
代
栄
養
学
へ
の
提
言

二
淵
金
ｆ
争
塊
１
て
Ｅ
渕

三
、
上
人
彫
像
の
種
類

第
十
願
千
体
仏
因
縁
ト
チ

、
帯
金
金
竜
寺
日
遮
聖
人
彫
像

お
わ
り
に

（62）



七
、
新
宅
屋
札
次
第

ﾉ、 五四三
一2 号

、 、 、 、
間
、
ト
タ
ン
餅
の
ご
く
粗
末
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
堂
も
恐
ら
く
像
を
安
般
す
る
た
め
に
上
人
が
付
人
の
協
力
を
得
て
建
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
百
数
十
年
間
の
風
雪
に
堪
え
、
日
光
に
燃
さ
れ
て
畠
の
中
に
ポ
ッ
ン
と
立
っ
て
い
る
、
大
人
が
二
人
で
押
し
倒
せ
る
よ
う

な
荒
れ
果
て
た
粗
末
な
お
堂
で
あ
る
、
そ
の
中
に
背
丈
一
米
余
の
薬
師
如
来
像
が
片
す
み
に
祀
っ
て
あ
っ
た
。
祀
る
と
云
う
よ
り
は
、
ほ

こ
り
だ
ら
け
に
な
っ
て
掻
い
て
あ
っ
た
と
云
う
方
が
、
ぴ
っ
た
り
き
そ
う
で
あ
る
。
私
は
そ
の
像
を
枯
子
越
し
に
一
見
し
た
、
今
ま
で
寺

の
み

々
を
廻
っ
て
多
少
の
仏
像
は
拝
ん
だ
が
こ
の
像
ほ
ど
の
変
っ
た
彫
刻
を
未
だ
曾
て
見
た
こ
と
が
な
い
、
〃
一
丁
の
鑿
に
托
し
て
作
者
の
心

境
を
彫
り
出
し
た
〃
と
云
う
感
じ
で
あ
り
、
大
胆
な
而
も
卒
直
な
刀
法
に
度
肝
を
抜
か
れ
た
か
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
来
一
見
稚
拙
と
忠
は
れ
る
よ
う
な
不
可
思
議
な
刀
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
像
が
、
眼
底
に
焼
付
い
て
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
恐
ら
く
印
度
、
支
那
、
朝
鮮
、
Ｈ
本
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
刀
法
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
仏
像
は
皆
無
で
あ
ろ
う
と
忠
は
れ
る
。

更
に
今
夏
、
文
化
財
研
究
の
同
志
と
共
に
、
丸
畑
の
木
喰
上
人
の
生
家
を
尋
ね
、
上
人
自
華
自
作
の
資
料
を
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
た

の
は
感
激
の
極
み
で
あ
っ
た
ｃ
即
ち

一
、
背
負
柵
Ⅱ
杉
板
長
さ
四
四
、
五
櫛
。
巾
二
四
、
五
櫛
。
深
さ
一
二
、
六
糠
、
厚
さ
八
粍
・
こ
の
内
容
品
と
し
て
、

一
、
御
や
と
帳
Ⅱ
半
紙
横
折
四
枚
。
寛
政
九
己
四
月
よ
り
十
一
未
年
十
月
二
月
ま
で

集
宝
帳
Ｉ
鍬
。

題
鯵
歌
集

神
徳
丸

四
国
順
礼
手
引
付
染
帳
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十九八
、 、 、

南御光
無詩明
阿歌仏
弥帖御

南無阿弥

光明仏御

十
一
、

十
二
、

十
三
、

十
四
、

十
五
、

↓
一
、
、

！
『
’
ユ
ノ

十
七
、
歌
染
（
背
表
郡

十
八
、
紙
札
（
二
枚
）

十
九
、
十
三
人
識
札

二
十
、
版
木
１
栃
板
、

十
三
人
識
札

歌
染
（
青
表
紙

一
、
薬
師
如
来
坐
画
像
一
幅
Ｉ
丈
一
米
六
○
穂
、
巾
六
五
櫛
、
八
十
九
才
作
等
で
あ
る
。

木
喰
上
人
入
寂
し
て
、
百
六
十
年
後
の
今
日
ま
で
上
人
が
日
本
廻
国
の
途
次
常
に
所
持
し
た
記
録
の
狐
、
或
は
行
く
先
々
で
折
に
ふ
れ
て

陀
仏
国
々
御
宿
帳
Ⅱ
半
紙
横
折
十
六
枚
、
安
永
九
子
五
月
十
四
日
よ
り
天
明
八
申
四
月
廿
日
ま
で
、
及
び
寛
政
十
一
未
四
月
廿
六
日
よ

り
十
二
申
十
月
終
ま
で
。

堂

倣
悔
経
諦
鏡

四
阿
八
十
八
ヶ
所
詩
赦

心
願

Ｉ
杉
、
丸
札
．
面
掻
二
四
糎
、
厚
さ
一
櫛
。

版
木
１
栃
板
、
丈
三
八
櫛
、
巾
十
一
、
五
樋
。
厚
さ
一
、
五
極
。

）

納
経
帳
Ⅱ
紙
数
二
百
二
枚
。
安
永
二
巳
二
月
よ
り
天
明
五
巳
八
月
十
九
日
ま
で
、
外
に
施
政
三
亥
九
月
の
分
を
含
む
。

四
国
堂
心
願
鏡

外
に

百
八
識

（64）



●

詠
ん
だ
歌
帖
の
殆
ん
ど
が
生
家
〃
藤
求
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
稀
有
の
こ
と
で
あ
る
郁
尤
も
先
年
子
供
進
の
火
遊
び
に
よ

り
失
火
、
伊
藤
家
が
全
焼
す
る
の
災
厄
に
遭
っ
た
際
に
も
、
〃
ば
か
の
家
財
道
具
は
皆
焼
け
た
か
こ
れ
だ
け
は
倖
に
持
ち
出
す
こ
と
が
出

来
た
〃
と
、
当
主
の
伊
藤
平
厳
氏
は
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
洵
に
上
人
の
霊
の
加
護
の
賜
と
痛
感
し
一
入
の
感
激
を
覚
え
た
。

こ
の
資
料
が
伊
藤
家
に
現
存
す
る
に
つ
い
て
は
、
木
喰
上
人
は
廻
国
順
礼
の
途
次
、
文
化
七
庚
午
六
月
五
日
九
十
三
才
で
甲
州
上
の
原

に
て
入
寂
、
直
ち
に
丸
畑
の
生
家
に
飛
脚
が
来
た
の
で
、
伊
藤
家
の
長
男
某
（
十
八
才
）
が
単
身
葬
儀
に
吐
き
葬
送
を
終
え
て
前
記
の
負

櫃
を
背
負
っ
て
戻
っ
て
来
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

み
い
ら

そ
の
時
の
長
男
某
の
話
し
に
「
木
喰
さ
ま
は
木
乃
伊
に
な
っ
て
い
た
」
と
云
う
話
し
が
今
も
残
っ
て
い
る
。

み
い
ら
ぞ
ぱ
い
ｂ

即
ち
木
乃
伊
に
な
る
に
は
五
穀
を
食
せ
ず
、
祷
麦
、
芋
、
木
の
実
、
野
菜
等
を
常
食
し
て
入
寂
す
れ
ば
水
乃
伊
に
な
る
と
伝
へ
ら
れ
て
い

る
、
而
も
人
間
の
肉
体
は
〃
七
年
経
過
す
れ
ば
細
胞
が
一
変
す
る
〃
と
云
は
れ
て
い
る
の
で
般
底
七
年
の
歳
月
の
木
食
を
必
要
と
す
る
で

あ
ろ
う
。
西
紀
三
五
九
年
頃
入
寂
し
た
単
通
州
と
云
う
人
は
、
五
殻
を
食
せ
ず
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
の
葉
を
主
食
と
し
て
苦
行
七
年
に
し
て
、

み
い
ｂ

木
乃
伊
と
な
っ
た
と
云
は
れ
て
い
る
が
、
水
喰
上
人
も
水
食
戒
を
受
け
五
鮫
を
断
っ
て
五
十
年
、
肥
し
て
水
乃
伊
と
な
る
の
も
当
然
と
忠

は
れ
る
。

一
、
柳
宗
悦
氏
の
甲
斐
木
喰
の
発
見
と
事
蹟
の
研
究
に
つ
い
て

甲
斐
木
喰
上
人
の
発
見
に
つ
い
て
は
、
柳
宗
悦
氏
が
大
正
十
二
年
正
月
九
日
か
ら
大
脹
十
四
年
二
〃
ま
で
、
満
二
ヶ
年
間
文
献
と
迩
跡

と
作
品
と
を
追
い
求
め
苦
心
研
究
の
結
果
が
、
雑
誌
「
女
性
」
に
七
回
に
わ
た
り
述
絞
さ
れ
た
「
木
喰
五
行
上
人
の
研
究
」
を
初
め
と
し

て
、
更
に
そ
の
後
柳
宗
悦
選
集
第
九
巻
に
増
訂
さ
れ
た
「
木
喰
上
人
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
そ
の
上
人
の
略
伝
縁
起
の
中
に
も
、
冒
頭
に
「
因
縁
に
導
か
れ
て
こ
＄
に
発
願
し
木
喰
五
行
菩
薩
を
綴
る
」
と
記
し
て
い
る
如
く
、
大
正
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十
二
年
正
月
九
日
甲
州
池
田
村
の
小
宮
山
消
三
氏
の
と
こ
ろ
へ
、
朝
鮮
の
陶
器
を
見
る
た
め
に
甲
斐
の
旅
に
出
た
の
が
抑
々
の
縁
の
つ
な

が
り
と
な
り
、
初
対
面
の
小
腐
山
氏
の
宅
を
訪
れ
た
時
に
一
・
二
体
の
仏
が
暗
い
光
を
斜
か
ら
受
け
て
、
庫
の
前
に
撒
か
れ
て
あ
っ
た
、
そ

の
前
を
過
ぎ
よ
う
と
し
た
時
私
が
投
げ
た
一
杵
は
思
い
が
け
な
く
も
微
笑
む
彼
等
に
迎
え
ら
れ
た
、
そ
の
刹
那
私
は
そ
の
価
値
が
尋
常
で

な
い
｝
・
）
と
を
面
党
し
た
、
そ
し
て
即
座
に
一
、
の
微
笑
の
中
で
私
と
の
交
渉
は
州
姑
さ
れ
た
」
と
述
べ
、
又
「
尋
常
な
作
者
で
は
な
い
、
異

数
な
宗
教
体
験
が
な
く
ば
か
§
る
も
の
は
刻
み
得
な
ど
と
直
感
し
、
そ
れ
以
来
物
の
催
に
惣
か
れ
た
か
の
如
く
、
「
過
去
八
ケ
月
の

間
、
間
断
な
く
企
て
た
研
究
の
結
果
で
あ
る
。
併
し
一
切
は
処
女
地
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
（
水
喰
上
人
）
誰
に
も
職
、
Ｄ
れ
ず
略
い
草
樹
の

蔭
に
匿
れ
て
長
い
年
月
を
過
し
た
。
私
は
怠
り
な
く
根
を
伽
り
、
草
を
去
り
、
鋤
を
入
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
更
に
耕
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

土
壌
は
残
り
、
除
か
ね
ば
ら
ぬ
石
は
多
い
、
そ
れ
は
今
後
一
層
深
き
注
意
と
努
力
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
植
え
つ
け
た
種
は
既
に

若
芽
を
鮒
し
今
や
日
光
を
浴
び
て
育
ち
っ
上
あ
る
。
そ
の
花
の
美
が
人
を
惹
き
、
そ
の
熟
せ
る
実
が
心
の
緑
と
な
る
時
は
や
が
て
来
る
で

あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
数
年
の
歳
月
を
か
け
て
適
さ
れ
た
資
料
を
た
よ
り
に
、
五
十
年
間
の
上
人
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
隈
な
く
調
査
研
究
さ

れ
、
そ
の
伝
記
と
事
賊
並
に
現
存
す
る
彫
刻
と
は
概
ね
完
成
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

然
し
上
人
の
思
想
信
仰
の
面
に
関
し
て
は
〃
未
だ
し
〃
の
感
を
深
う
す
る
の
で
、
私
は
私
な
り
に
上
人
の
十
大
願
を
本
と
し
て
、
そ
の

精
神
面
を
堀
り
下
げ
て
見
た
い
と
思
う
。
但
し
こ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、
柳
先
生
の
研
究
さ
れ
た
「
木
喰
上
人
伝
」
を
基
本
と
し
て
、
兼
者

の
主
観
に
よ
っ
て
把
述
し
た
ま
で
Ｌ
あ
っ
て
観
察
は
妥
当
を
欠
き
、
耕
し
く
上
人
の
典
価
を
扱
傷
し
は
し
ま
い
か
、
と
衷
心
慨
促
た
る
も

の
が
あ
る
か
そ
の
黄
は
す
べ
て
雅
者
の
負
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
蒋
し
峠
に
し
て
こ
の
一
文
が
後
人
の
、
上
人
研
究
の
よ
す
が
と
な
り
、
上

人
の
朧
大
性
を
理
解
す
る
擬
縁
と
も
な
れ
ば
幸
維
の
至
り
で
あ
る
。

二
、
木
食
行
者
と
は

●
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庵
」
の
生
涯

上
人
の
句
に

水
食
戒
と
は
「
肉
獅
や
、
五
殻
を
食
せ
ず
菓
実
の
み
を
た
べ
て
修
行
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し

立
印
記
に
は
「
菜
食
念
訓
を
な
せ
、
数
十
万
逓
に
満
ぜ
よ
」
と
、
．

又
、
朧
蠅
三
昧
経
に
「
修
行
者
菜
食
長
斎
せ
よ
、
或
は
菓
子
、
詞
し
て
十
万
遍
に
満
ぜ
よ
」
と
あ
っ
て
、
真
言
宗
に
て
不
動
明
王
の
八

こ
さ

千
枚
護
摩
を
修
行
す
る
時
に
行
わ
れ
る
行
食
で
、
即
ち
七
日
間
水
食
に
て
毎
日
三
時
に
不
動
法
を
諦
し
、
不
動
慈
救
冗
を
総
数
十
万
逓
諏

し
、
峨
後
の
一
日
は
一
昼
夜
断
食
し
て
そ
の
Ｈ
に
八
千
本
の
乳
木
を
焼
く
行
で
あ
っ
て
、
強
蹄
の
僧
念
の
者
で
な
く
て
は
到
底
行
う
こ
と

が
出
来
な
い
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
典
言
宗
の
水
食
戒
と
云
う
の
は
、
修
行
の
た
め
に
或
る
一
期
間
を
限
っ
て
五
殻
を
食
せ
ず
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。

従
来
水
食
と
呼
ば
れ
た
人
は
、
水
食
応
其
、
水
食
行
者
噸
空
響
阿
、
水
食
朝
意
、
水
食
観
海
、
水
食
五
行
、
木
食
白
遊
、
水
食
丹
海
等

殊
に
徳
川
期
に
は
多
く
の
水
食
行
者
が
出
て
居
る
が
、
中
で
も
「
甲
斐
の
木
喰
」
は
そ
の
名
に
相
応
し
く
、
五
十
年
間
戒
を
持
ち
続
け
、

Ｈ
本
廻
国
の
大
願
を
樹
て
そ
の
行
程
五
千
里
、
「
広
度
衆
生
」
と
「
千
体
仏
造
立
」
の
悲
願
を
満
じ
九
十
三
才
で
入
寂
す
る
迄
「
三
界
無

庵
」
の
生
涯
で
あ
っ
た
。

所
洲
「
水
〈

の
僻
に
多
い
。

「
水
食

「
水
喰
の
け
さ
も
衣
も
む
し
こ
ろ
も

き
た
り
し
い
た
り
ね
た
り
お
き
た
り
」

「
野
術
と
も
忠
は
ず
こ
＄
に
ま
よ
ひ
さ
て

』

と
云
へ
ぱ
水
食
戒
を
受
け
て
修
行
し
た
者
に
つ
い
て
名
付
け
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
が
、
水
食
戒
を
持
つ
も
の
は
真
言
宗
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生
で
あ
る
。
而
も
一

主
義
」
と
「
ね
ば
恥

淘
に
見
事
で
あ
る
。

上
人
の
伝
記
を
略
述
す
る
所
以
は
、
本
稿
の
目
的
は
甲
斐
の
雌
ん
だ
偉
大
な
る
型
僧
、
水
喰
五
行
蒋
隙
を
紹
介
す
る
意
味
も
多
分
に
含

ま
れ
て
い
る
、
価
て
上
人
自
作
の
略
仏
と
も
云
う
べ
き
「
凹
澗
蝋
心
願
鏡
」
の
全
文
を
掲
げ
為
こ
と
も
し
た
。

恐
ら
く
甲
州
の
産
ん
だ
聖
僧
と
し
て
今
後
益
々
光
彩
を
放
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
、

四
国
堂
心
願
鏡
施
主
当
村
中
誹
中
（
原
文
は
漢
字
片
仮
名
ま
じ
り
）

一
、
日
本
順
圃
八
宗
一
見
之
行
想
拾
大
願
之
内
本
願
と
し
て
仏
を
仏
師
国
点
因
縁
有
所
に
こ
れ
を
ほ
ど
こ
す
み
な
日
本
千
躰
之
内
な

り
帰
命
頂
礼
法
身
阿
字
一
念
仏
法
至
心
信
広
説
普
遍
縛
願
事
倣
悔
衆
生
法
門
度
法
界
金
剛
諸
仏
同
一
体
三
世
浄
明
自
在
無
家

ミ
ス

木
喰
五
行
常
観
心
コ
レ
ハ
自
至
心
信
常
心
の
本
願
ナ
リ

「
元
来
、
此
木
喰
五
行
菩
薩
事
は
、
当
国
当
所
丸
畑
村
の
出
生
也
。
当
所
を
出
る
事
十
四
才
の
戦
に
、
他
国
江
戸
表
に
出
て
、
様
々

「
日
は
く
れ
る
山
た
に
こ
す
も
な
に
や
ら
ん

あ
め
風
ふ
蛍
き
し
の
ぐ
つ
ら
さ
よ
噂
一

廻
国
修
行
の
姿
と
苦
行
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
物
硬
至
上
主
義
に
活
き
る
現
代
人
に
は
到
底
理
解
で
き
な
い
人

あ
る
。
而
も
こ
れ
が
戦
国
乱
世
の
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
太
平
を
識
歌
し
た
徳
川
の
全
感
期
に
出
世
し
、
且
つ
甲
州
人
の
「
功
利

」
と
「
ね
ば
り
強
さ
」
の
二
つ
の
性
絡
を
修
行
の
功
に
よ
っ
て
兄
事
に
醇
化
し
て
、
宗
教
家
と
し
て
の
理
想
像
を
体
現
し
た
こ
と
は

三
、

略
は
ら
に
み
は
な
し
や
ね
は
な
ほ
な
し
」

伝
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無
量
の
奉
公
を
励
み
、
度
々
出
世
す
る
事
、
度
々
あ
る
と
雌
も
、
運
来
た
ら
ざ
れ
ば
浪
人
す
る
事
、
度
々
に
及
ぶ
。
其
節
、
相
模
国

石
尊
へ
参
総
致
し
、
大
山
不
動
へ
心
願
の
大
徳
に
依
っ
て
子
易
町
に
一
宿
致
し
、
宿
日
待
の
夜
に
泊
り
合
せ
、
其
僧
は
濃
き
真
言
宗

師
に
て
、
因
縁
に
預
り
、
其
所
に
於
て
師
弟
子
の
契
約
を
致
し
、
（
廿
二
才
の
歳
也
）
出
家
相
続
を
、
至
心
に
信
じ
て
修
行
怠
ら
ざ

れ
ば
、
益
々
自
心
も
安
意
に
適
い
、
其
道
に
入
て
修
行
の
後
所
々
の
寺
を
住
職
遍
歴
し
て
、
其
後
日
本
廻
国
修
行
せ
ん
と
大
願
を
起

し
て
発
心
す
る
事
四
十
五
歳
の
年
也
。
其
節
常
陸
の
国
木
食
観
海
上
人
の
弟
子
と
な
り
、
木
食
戒
を
承
ざ
、
凡
そ
四
十
年
来
の
修
行

あ
ら
／
、

也
・
凡
を
Ｈ
本
国
々
山
々
漱
々
島
々
の
修
行
を
心
に
掛
け
て
、
日
本
粗
々
成
就
に
至
る
。
其
節
、
九
州
修
行
の
節
に
至
っ
て
Ｈ
向
の

よ
ん
ど
こ
ろ
な
毎
｝

Ⅲ
分
寺
に
雌
拠
因
縁
に
よ
っ
て
止
り
て
住
職
い
た
‘
し
、
三
年
目
の
正
〃
什
二
冊
に
出
火
に
逢
い
、
そ
れ
よ
り
七
年
が
間
雌
行
持
行
に

て
、
伽
聴
雌
立
成
就
し
て
後
、
克
政
九
巳
救
四
州
・
八
Ｈ
に
Ⅲ
分
寺
川
立
寸
》
そ
れ
よ
り
当
脚
に
来
る
瓢
、
小
の
救
十
Ⅱ
昨
日
に
此
所

に
米
り
て
、
当
村
寺
の
本
尊
五
御
如
来
を
彫
刻
し
振
り
伽
諭
す
る
も
の
山
．
血
に
発
念
致
し
、
明
る
服
川
の
水
に
出
立
の
節
、
当
村

よ
り
樅
手
村
迄
、
一
列
一
桁
に
申
合
せ
、
願
い
来
る
邪
大
望
の
願
の
雌
、
覚
束
無
く
は
峡
へ
と
も
、
余
り
殊
勝
の
賎
に
免
じ
て
、
州

談
に
及
ぶ
。
何
郡
も
一
切
申
合
せ
具
足
し
て
取
り
掛
り
候
節
、
兄
弟
共
の
山
に
草
庵
を
紬
び
、
小
城
遊
具
等
は
皆
兄
弟
の
松
山
一
と

山
切
り
荒
し
、
之
は
鋪
一
の
寄
進
也
。
愈
々
取
り
掛
か
る
は
寛
政
十
三
酉
三
〃
六
日
よ
り
取
り
掛
り
、
段
々
出
来
一
Ｊ
る
事
、
半
の
噸

に
至
り
て
、
脇
付
方
、
皆
測
々
に
、
不
落
祷
の
朧
な
り
。
皆
離
れ
て
、
残
り
の
家
数
十
八
粁
に
な
り
、
成
就
す
る
事
し
覚
束
な
く
存

じ
相
談
に
及
ぶ
。
其
等
は
、
当
け
十
二
粁
は
申
す
に
及
ば
ず
南
沢
村
五
粁
も
、
踏
み
込
ん
で
す
る
韓
に
、
固
く
中
合
候
へ
ど
も
、
共

後
又
々
不
落
溌
に
和
成
、
離
れ
て
後
十
三
人
と
な
る
。
そ
の
節
評
議
し
て
間
く
申
合
せ
十
一
や
入
識
中
と
極
め
、
四
脚
八
十
八
所
は
日

本
廻
側
大
願
成
就
の
供
養
の
為
に
此
処
に
・
八
十
恭
勧
諭
す
。
又
南
沢
付
の
施
主
は
、
寄
進
合
力
、
攻
は
人
足
等
迄
も
万
事
心
附
け
た

る
、
至
心
の
志
に
免
じ
て
八
蝉
は
三
人
の
内
仏
と
し
て
授
く
る
も
の
也
。
岡
村
締
て
へ
十
八
薪
也
。
縦
へ
末
世
に
黍
る
と
も
、
岡
村
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■
Ｉ
Ｄ
Ｇ
ｂ
，
Ⅱ
０

も

○
カ
ゥ
中
ノ
心
も
こ
§
に
刈

十
三
ぶ
つ
の
心
な
り
け
り

○
み
な
人
の
心
こ
こ
ろ
を
灯

か
ど
ノ
、
‐
あ
れ
ば
こ
ろ
げ

＃

心
こ
こ
ろ
を
丸 丸

志
を
超
す
ぺ
ぎ
も
の
也
鋤

水
喰
倣
行
備
蝋
の
件

《
二

隔
て
無
く
信
ず
る
可
き
↓
の
也
・
又
々
当
村
の
衆
中
も
不
落
着
俵
に
相
見
え
、
何
事
も
そ
れ
人
、
Ｉ
に
相
成
、
何
事
も
忘
じ
て
支
障
の

所
を
、
覚
束
無
く
思
い
候
へ
ど
も
、
先
は
段
々
の
賎
を
舷
に
示
し
瞳
く
事
、
之
は
熾
悔
の
儀
也
。
凡
て
一
切
の
俵
、
神
仏
に
仕
へ
神

前
に
於
て
は
神
は
非
礼
を
受
け
じ
《
〕
仏
前
に
於
て
は
色
々
取
合
せ
の
不
浄
、
凡
夫
は
知
ら
ず
と
雌
も
、
面
々
の
身
の
ｔ
に
掛
る
不
浄

な
れ
ば
、
現
世
に
於
て
は
一
切
出
世
も
適
は
ず
、
又
は
七
難
来
る
と
雌
も
逃
れ
難
し
《
）
現
当
共
に
忽
然
と
陣
は
り
と
な
る
紋
、
是
を

聞
き
是
を
保
ち
て
末
世
に
至
る
と
も
、
罪
科
不
浄
を
払
ひ
て
、
仏
前
に
向
っ
て
悉
く
慨
悔
し
て
、
家
内
安
全
を
願
ふ
叩
し
。
又
曰
く

夏
の
頃
よ
り
、
（
又
熾
悔
）
使
い
水
等
迄
も
反
放
に
な
り
、
父
曰
く
薪
山
を
求
め
付
方
に
て
す
る
事
の
定
り
方
も
、
そ
れ
ぬ
〃
、
に
元

切
ば
か
り
棄
て
撒
き
、
之
も
此
方
に
て
人
を
入
れ
取
り
始
末
致
し
す
》
又
本
尊
堂
迄
も
成
就
の
後
も
、
捌
除
等
も
腓
は
ず
、
又
脚
く

開
眼
の
節
も
、
一
門
世
話
も
な
く
、
又
後
の
収
片
附
く
る
聯
も
更
に
櫛
は
ず
、
此
心
に
て
は
一
切
党
束
撫
く
は
候
へ
ど
も
之
迄
の
一

切
の
稗
も
悪
も
熾
悔
し
て
、
何
蛎
も
勘
忍
、
下
足
を
堪
え
て
互
に
峠
し
く
、
一
切
に
心
を
つ
け
至
心
偏
心
の
志
を
起
す
に
於
て
は
、

村
識
中
も
安
全
な
る
邪
を
禅
て
所
も
繁
昌
、
柵
憾
門
澗
自
任
な
る
塀
、
眼
前
也
。
縦
へ
末
世
迄
も
至
る
と
も
、
《
高
い
陸
へ
、
偏
心
の

ば
た
け

あ
れ
ば
こ
ろ
げ
さ
り
け
り

ぱ
た
け

（70）



勅
願
所

○
み
な
人
の
心
の
ぐ
ち
は
い
ら
ぬ
も
の

ふ
じ
や
う
け
か
れ
と
お
も
へ
人
々

○
み
な
人
の
心
を
ま
る
く
ま
ん
丸
に

ど
こ
も
か
し
こ
も
ま
る
く
ま
ん
丸

○
み
な
人
の
心
ど
こ
ろ
を
さ
ん
げ
せ
よ

神
も
仏
も
い
さ
み
ま
し
ま
す

○
み
な
人
は
こ
の
よ
ば
か
り
を
た
の
し
み
て

ま
た
く
る
は
る
は
な
に
を
く
ふ
べ
き

○
木
喰
の
か
た
み
の
ふ
で
の
お
も
か
げ
を

心
に
か
け
よ
こ
の
よ
の
ち
の
よ

四
国
堂
木
喰
五
行
の
一
切
一
期
の
建
立
也
。

享
和
二
戊
歳
二
月
廿
一
日
に
こ
れ
を
書
く
。

衆
生
の
他
力
は
堂
上
の
板
に
記
し
慨
く
も
の
也
。

日
本
廻
国
八
宗
一
見

五
智
山
国
分
寺
隠
居
邪

日
州
児
湯
郡
府
中
剛
分
村

(71 )



柳
宗
悦
氏
の
「
水
喰
上
人
年
餅
」
に
つ
一
十
二
才
に
て
大
山
不
助
尊
に
て
参
撤
し
、
子
易
町
に
於
て
渋
き
典
言
兼
の
大
徳
よ
り
逝
を
説
か

れ
て
仏
門
に
版
す
、
こ
れ
よ
り
七
十
年
間
の
僧
と
し
て
の
生
活
輪
ま
る
』
と
あ
り
、
又
、
四
Ⅲ
堂
心
願
鏡
の
中
に

「
当
所
を
出
ル
コ
ト
十
四
歳
ノ
職
二
、
タ
コ
ク
江
戸
ヲ
モ
テ
ニ
デ
テ
、
サ
↓
、
ザ
》
、
ム
リ
ャ
ゥ
ノ
、
ホ
ゥ
コ
ゥ
ヲ
ハ
ゲ
ミ
、
タ
ビ
ノ
、
肌
世

ス
ル
事
、
タ
ビ
ノ
、
ア
ル
ト
ィ
エ
ド
モ
、
ウ
ン
キ
タ
ラ
ザ
レ
バ
ロ
人
ス
ル
聯
ド
ド
｝
一
オ
ョ
ブ
」

と
あ
る
如
く
、
青
雲
の
志
を
抱
い
て
江
戸
表
に
出
て
立
派
に
出
世
し
や
う
と
し
て
、
努
力
も
し
苦
労
も
続
け
て
来
た
が
、
邪
志
と
相
違
し

て
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
、
即
ち
自
分
の
力
丈
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
り
、
神
仏
の
加
護
を
得
ん
も
の
と
相
州
大
山
石
尊

へ
参
篭
中
宿
縁
蒸
発
し
て
仏
縁
が
結
ば
れ
た
、
そ
し
て
僧
と
な
っ
て
上
菩
提
を
求
め
っ
凡
、
困
っ
て
い
る
人
々
へ
の
救
済
の
手
を
装
延

べ
、
神
仏
の
大
慈
悲
に
細
っ
て
生
漉
を
生
き
ん
、
と
覚
悟
さ
れ
た
に
速
い
な
い
、
而
し
て
そ
の
時
に
上
求
下
化
の
大
願
を
打
ち
立
て
ら
れ

た
が
、
初
め
は
明
白
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
そ
し
て
上
人
の
修
行
が
進
む
に
従
っ
て
徐
々
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
、

峨
初
六
大
願
を
立
て
更
に
十
大
願
を
立
て
、
十
八
大
願
を
も
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
日
本
廻
国
八
宗
一
見

の
行
者
、
十
八
大
願
の
内
本
願
と
し
て
仏
を
仏
師
国
々
因
縁
あ
る
所
に
こ
れ
を
ほ
ど
こ
す
み
な
Ｈ
本
千
体
の
内
な
り
。
Ｈ
本
し
ま
人
、
修

行
す
る
こ
と
、
今
年
ま
で
七
十
五
年
心
ど
こ
ろ
の
中
に
住
す

婦
命
頂
礼
法
身
阿
字
一
念
仏
法
至
心
信
広
統
普
遮
智
願
耶
倣
悔
衆
生
法
門
度
法
界
金
剛
諸
仏
同
一
体
三
世
浄
妙
自
在

。

思
想
と
信
仰

天
一
自
在
法
門
木
喰

出
生
ハ
当
所
ナ
リ
五
行
菩
薩
（
花
押
）八

十
五
歳

（72）



無
家
無
我
木
喰
明
満
仙
人

十
八
願
の
一
々
の
名
目
に
つ
い
て
は
記
し
て
お
ら
ず
、
現
在
の
資
料
の
中
に
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ざ
よ
う

凡
そ
仏
願
に
は
、
上
記
の
上
求
下
化
の
総
願
を
も
と
腿
と
し
て
行
人
の
意
楽
に
よ
っ
て
別
願
が
立
て
ら
れ
る
、
即
ち
普
賢
の
十
大
願
、
阿

閑
の
二
十
願
、
弥
陀
の
二
十
四
願
、
三
十
六
願
、
四
十
八
噸
、
文
殊
の
十
八
願
、
師
子
香
の
四
十
願
薬
師
の
十
二
願
及
四
十
四
噸
等
を
拳

ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
木
喰
上
人
も
別
願
と
し
て
十
八
願
を
立
て
修
行
に
精
進
さ
れ
た
。
然
し
十
大
願
に
つ
い
て
は
上
人
八
十
六
才
の

時
越
後
の
古
志
郡
に
入
っ
た
頃
、
享
和
三
亥
歳
三
月
十
日
に
沓
か
れ
た
「
木
喰
う
き
よ
風
り
ん
わ
さ
ん
」
の
巻
末
に
附
記
さ
れ
た
も
の
で

と
、
上
人
の
晩
年

間
の
大
幅
で
あ
る
）

第
一
願

第
二
願

鋪
三
噸

第
四
願

第
五
願

第
六
願

圭
め
ヱ
や
。

文
化
五
辰
歳
三
月
廿
一
日
コ
レ
ヲ
カ
ク
九
十
一
歳

神
通
光
明
水
喰
明
満
仙
人
（
花
押
）

上
人
の
晩
年
の
作
、
甲
斐
善
光
寺
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
の
画
像
の
下
に
書
か
れ
た
心
願
文
で
あ
る
が

一
切
衆
生
一
夜
説
法

無
別
方
便
戒
海
水
心

有
傭
四
百
衆
病
見

一
切
衆
生
一
夜
説

天
等
大
供
養
法
門

日
本
廻
国
八
宗
一
見
修
行

仏
作
願
心
十
方
カ
フ
ガ

（
こ
の
画
幅
は
丈
け
二
間
勺
巾
一
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「
天
」
と
は
即
ち
鋪
一
銭
天
で
あ
る
、
又
鋪
一
溌
浄
天
或
は
単
に
溌
天
と
云
い
典
実
峨
上
の
天
の
意
味
で
あ
っ
て
大
混
梁
に
住
す
る
諸

仏
菩
薩
を
云
う
の
で
あ
る
。
又
、
銭
天
と
禍
づ
く
る
の
は
「
十
住
の
替
雌
は
普
く
一
切
法
空
の
義
を
解
す
る
が
故
に
名
づ
け
て
競
天
と
称

す
」
と
、
大
混
梁
経
第
十
八
に
「
我
れ
曾
て
聞
く
、
第
一
繊
天
あ
り
、
洲
く
潴
仏
菩
薩
は
常
に
変
易
せ
ず
、
常
住
を
以
て
の
故
に
不
生
、

不
老
、
不
病
、
不
死
な
り
と
、
我
れ
衆
生
の
た
め
に
楴
勤
し
て
第
一
義
天
を
求
む
、
何
を
以
て
の
故
に
、
第
一
栽
天
は
能
く
衆
生
を
し
て

鯛
悩
を
除
断
せ
し
む
る
こ
と
猫
ぱ
如
意
珠
の
如
し
、
蒜
し
我
れ
に
信
あ
り
乃
至
醤
あ
ら
ば
則
ち
能
く
雌
の
第
一
義
を
僻
て
、
髄
に
衆
生
の

た
め
に
広
く
分
別
し
て
第
一
義
天
を
説
く
べ
し
」

「
即
ち
大
乗
菩
薩
の
念
天
の
行
は
凡
臘
が
四
天
躯
処
等
の
六
道
の
中
の
世
天
を
念
ず
る
に
同
じ
か
ら
ざ
為
こ
と
を
説
け
る
も
の
な
り
」

１
、
第
一
願
天
等
大
供
養
法
門

こ
の
十
大
願
が
普
賢
の
十
願
に
密
接
の
影
稗
を
受
け
た
如
く
に
「
木
喰
上
人
伝
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
普
賢
十
願
と
は
、
一
に
敬
礼

諸
仏
二
に
称
讃
如
来
三
に
広
修
供
養
四
に
熾
悔
業
障
五
に
随
啓
功
徳
六
に
請
輪
法
輪
七
に
請
仏
住
世
八
に
常
随
仏
子

九
に
恒
順
衆
生
十
に
普
皆
回
向
の
十
種
で
大
部
分
は
関
係
な
い
様
で
、
上
人
十
大
願
は
独
自
の
信
仰
の
境
地
が
生
れ
た
も
の
と
思
考

さ
れ
る
。
以
下
こ
の
＋
大
願
を
中
心
と
し
て
、
上
人
の
思
想
と
信
仰
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
見
た
い
と
思
う
。

第第第第
十九八七
願願願願

一
似
紐
弗
生
ア
ン
ィ
ノ

千
タ
イ
仏
師
因
縁
ト
チ

切
経
衆
生
ア
ン
イ
ノ

常
念
仏
因
縁
ノ
所
二

高
ャ
常
光
明
真
言

タ
メ

（74）



「
等
」
と
は
漣
数
で
あ
り
無
敬
の
諮
仏
普
藤
を
指
す
意
味
で
あ
ろ
う
。
即
ち
廻
国
順
礼
と
な
っ
て
経
を
読
み
、
真
言
を
諭
し
、
念
仏
を
唱

へ
て
報
恩
感
謝
の
行
を
修
す
る
こ
と
が
「
大
供
養
法
門
」
と
名
づ
く
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
上
人
の
歌
に

Ｊ
斑
↑
一
両
も
南
無
阿
弥
陀
仏
も
ね
ん
ず
れ
ば

人
の
知
ら
ざ
る
供
養
な
り
け
り

と
あ
る
は
、
鋪
一
蹴
の
葱
を
表
は
し
て
い
る
”
て
緋
な
か
ろ
う
か
”

更
に
又
上
人
が
文
化
三
寅
年
八
月
四
日
に
画
か
れ
た
薬
師
如
来
の
凹
像
（
丈
一
米
六
五
糎
、
巾
六
五
糎
）
が
故
郷
丸
畑
の
伊
藤
家
に
秘
蔵
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
像
の
蓮
華
座
下
四
海
波
の
雲
形
中
に
は
次
の
様
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
、
父
、
側
経
・
十
そ
に
、
一
如
来
は
犬
に
非
る
も
然
も
諸
の
衆
生
は
亦
復
た
仏
を
称
し
て
〃
天
中
の
天
″
と
為
す
」
と
説
く
が
如
く
、

即
ち
、
神
、
勝
、
仏
平
等
に
記
さ
れ
て
お
り
。

「
神
」
の
字
の
下
に
「
天
等
」
の
《
字
が
あ
り
、
そ
の
次
に
「
院
と
の
道
を
は
ず
れ
ず
ぱ
一
も
二
も
な
く
す
ぐ
に
そ
く
心
」
と
あ
り
、

火
と
峨
諾
仏
肚
尊
を
指
す
の
で
あ
る

仏 儒神

静
読
や
し
づ
め
し
づ
ま
る
あ
め
の
下

日
月
星
明
圃
土
安
穏

国
々
の
お
き
て
王
法
抑
制
札

お
そ
れ
ぬ
人
は
あ
や
う
か
り
け
れ

天
等
の
信
と
の
道
を
は
ず
れ
ず
ば

一
も
こ
も
な
し
す
ぐ
に
そ
く
心

（75）



支
那
上
代
の
天
の
思
想
、
日
本
古
来
の
宗
教
思
想
に
あ
る
通
り
、
宇
宙
の
絶
対
者
を
「
天
」
と
名
づ
け
、
天
を
最
高
の
神
と
し
て
壌
も
崇

敬
し
て
有
意
的
鮫
高
神
と
し
て
祀
り
、
こ
の
天
の
道
を
通
じ
て
政
論
、
道
徳
、
宗
教
が
発
展
し
た
時
代
も
あ
る
の
で
こ
の
絶
対
鮫
高
神
に

対
す
る
「
信
」
の
逆
を
誤
ら
な
け
れ
ば
、
そ
く
心
成
仏
疑
な
し
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
上
人
の
信
仰
は
神
儲
仏
三
教
の
基
盤
の
上

に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
諸
仏
諸
神
諸
聖
人
に
飯
依
す
る
こ
と
が
柵
徳
行
で
あ
る
と
云
う
思
想
で
あ
る
。
故
に
日
本
国
中
の
神
社
仏

閣
を
順
礼
し
て
仏
菩
薩
、
神
明
の
木
画
像
。
千
体
彫
刻
を
立
願
実
行
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

２
、
第
二
願
日
本
廻
国
八
宗
一
見

上
人
は
安
永
二
年
五
十
六
才
ｎ
本
廻
圃
の
大
願
を
発
し
、
二
川
十
八
Ｈ
相
州
伊
勢
原
を
出
発
し
て
以
来
文
化
七
年
六
″
五
日
九
十
三
才

を
以
て
入
寂
す
る
迄
、
三
十
有
七
年
間
の
廻
岡
修
行
で
あ
っ
た
。
上
人
は
こ
の
こ
と
を
「
四
国
堂
心
願
鏡
」
の
中
に

「
日
本
廻
圃
修
行
せ
ん
と
大
願
を
起
し
て
発
心
す
る
事
四
十
弧
歳
の
年
也
、
其
節
常
陸
の
岡
水
食
観
海
上
人
の
弟
子
と
な
り
、
木
食
戒

を
承
ぎ
凡
そ
四
十
年
来
の
修
行
也
、
凡
そ
日
本
国
々
山
々
撤
々
島
々
の
修
行
を
心
に
掛
け
て
Ｈ
本
粗
々
成
就
に
韮
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
柳
宗
悦
氏
は
そ
の
薪
「
木
喰
上
人
」
に
、
「
家
を
出
て
よ
り
三
界
に
家
な
き
こ
と
八
十
年
、
沙
門
の
身
と
な
っ
て
よ
り

法
に
活
き
る
こ
と
七
十
二
ヶ
年
。
戒
を
守
り
身
を
修
む
る
こ
と
殆
と
五
十
年
、
廻
国
せ
ん
と
歩
む
こ
と
三
十
布
八
年
、
踏
み
し
里
程
上
下

凡
そ
五
千
里
、
刻
み
し
仏
休
一
千
余
体
云
云
」

と
あ
る
如
く
北
は
北
海
通
、
南
は
鹿
児
偽
ま
で
順
礼
修
行
の
旅
を
続
け
て
生
漉
を
終
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
宗
悦
著
「
木
喰
上
人
伝
」
の
中
に
、
「
上
人
は
爽
言
の
僧
で
は
あ
っ
た
が
一
宗
に
仏
法
を
限
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
、
彼
は
常
に
う
八

◎
八
宗
一
見

（76）



宗
一
見
」
の
句
を
用
い
て
い
た
。
八
宗
と
は
、
一
に
三
論
、
二
に
成
実
、
三
に
法
相
、
四
に
倶
舎
、
五
に
華
厳
、
六
に
律
、
七
に
天
台
、

八
に
真
言
の
八
宗
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
凡
て
の
宗
派
を
抱
括
す
る
意
味
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
浄
土
、
禅
の
諸
門
を
も
含
む
で
あ
ろ

う
。
彼
は
自
ら
を
八
宗
僧
師
と
呼
び
、
彼
の
法
門
を
「
自
在
法
門
」
と
呼
ん
だ
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
東
大
寺
凝
然
の
八
宗
綱
要
の
説
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
人
の
そ
れ
は
名
目
は
八
宗
と
し
て
あ
る
が
真

言
、
念
仏
が
中
心
で
あ
り
八
宗
の
外
に
儒
教
、
道
教
、
神
道
、
日
蓮
等
が
含
ま
れ
、
所
謂
開
会
の
立
場
か
ら
受
止
め
た
様
で
あ
る
、
．

兇
」
と
云
う
語
は
ま
こ
と
に
怠
義
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
所
調
「
八
宗
見
学
」
と
云
う
言
梁
は
古
く
か
ら
あ
る
が
コ
見
」
と

云
う
の
は
藻
間
に
し
て
未
だ
聞
か
な
い
、
．
兇
」
と
は
一
切
経
教
の
優
劣
を
論
ぜ
ず
、
比
較
検
討
の
域
を
超
越
し
て
絲
教
の
所
脱
を
崎

じ
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
砲
ち
に
現
安
後
善
の
二
低
安
楽
に
繋
が
る
と
碓
信
し
て
い
た
様
で
あ
論
。
即
ち
上
人
の
句
に

○
仏
法
に
こ
り
か
た
ま
る
肱
い
ら
ぬ
こ
と

み
だ
功
に
き
け
ば
う
そ
の
か
た
ま
り
。

と
。
木
喰
上
人
の
触
迪
無
戯
の
偏
仰
を
叩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
云
へ
よ
う
“

。
「
八
宗
一
見
」
と
三
種
法
華
論
の
思
想

低
教
大
師
の
三
靴
法
華
論
の
所
論
も
上
人
の
「
八
家
一
見
』
の
思
想
に
よ
く
酷
似
し
て
お
り
そ
の
山
来
は
三
秘
法
叩
の
影
辨
を
受
け
て
届

る
か
の
如
く
に
忠
は
れ
る
秘
で
あ
る
即
ち
三
顧
法
華
と
は

低
教
大
師
の
守
誰
国
界
章
巻
上
に

「
夫
れ
於
一
仏
乗
と
は
根
本
法
華
な
り
、
分
別
説
三
上
は
隠
密
の
法
華
経
な
り
、
唯
一
仏
乗
と
は
顕
説
の
法
華
経
な
り
、
妙
法
の
外
に
更

に
一
句
の
経
な
く
唯
一
乗
の
外
に
更
に
余
乗
等
な
し
、
賎
に
随
っ
て
千
名
あ
り
、
根
に
随
っ
て
浅
深
あ
り
、
諭
の
有
智
者
鉾
く
思
念
せ

（〃.）



と
師
資
相
承
し
、
「
己
心
中
所
行
法
門
」
と
し
て
嫡
々
扣
承
さ
れ
た
秘
法
で
あ
為
。
更
に
法
華
経
文
に
は
．
切
衆
生
皆
令
入
仏
通
，
一
と

説
い
て
人
附
会
さ
れ
、
三
乗
各
々
当
身
に
お
い
て
一
仏
乗
に
会
入
し
仏
果
を
証
得
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

身
延
総
門
即
互
附
会
閏
‐
一
は
こ
の
三
繩
法
華
の
忠
想
に
基
き
、
身
延
山
に
詣
ず
る
者
、
神
儲
仏
の
信
仰
の
如
何
を
間
は
ず
、
蒋
信
蒋
諦
、

瓶
逆
善
悪
を
簡
ば
ず
、
共
に
慨
光
の
境
地
に
遊
ば
し
功
、
下
職
結
縁
と
増
信
得
益
の
大
果
を
独
得
せ
し
む
る
こ
と
か
出
来
る
の
で
あ
る
。

故
に
身
延
山
に
細
み
、
迩
仏
心
椛
仏
、
大
小
の
神
祇
群
悉
く
超
八
舩
醐
の
妙
法
の
功
力
に
よ
り
、
本
仏
果
海
中
に
住
し
て
、
詣
者
を
し

て
大
雛
を
椰
せ
し
む
る
こ
と
を
僻
る
の
で
あ
る
。

３
、
第
二
願
仏
作
願
心
方
十
カ
フ
ガ

よ
、
一
代
経
教
の
優
劣
を
執
す
る
こ
と
勿
れ
」

と
述
べ
て
い
る
。
又
、
艮
助
の
法
華
師
臨
遊
風
談
第
一
、
三
随
法
華
事
に
、
諭
記
に
、
曰
く
「
根
本
法
華
と
は
華
厳
三
七
日
の
間
思
帷
し
て
未

だ
説
か
ざ
る
法
碓
絲
な
り
、
隠
密
法
雅
と
は
阿
含
、
力
呼
、
般
若
な
り
、
世
尊
雑
隠
密
法
華
な
れ
ど
も
名
を
替
へ
て
阿
含
、
方
弊
、
般
粁

と
名
け
た
ま
う
な
り
、
猟
説
法
華
と
は
第
飛
時
の
妙
法
巡
峨
経
な
り
、
砿
は
し
て
二
乗
三
乗
も
一
仏
乗
な
り
と
脱
ぐ
州
獅
の
法
準
な
り
、

然
ら
ば
川
ち
一
代
諸
絲
は
一
隅
一
句
と
し
て
法
聴
に
非
る
ぱ
な
し
』
と
。

口
訣
に
曰
く
、
。
燕
法
雅
経
眺
、
天
台
大
師
雅
眼
肚
肚
よ
り
小
陰
の
旅
に
系
為
ま
で
弧
に
懸
け
た
ま
う
一
級
の
秘
法
な
り
』
と
、
即
ち

◎
竜
樹
Ｉ
渉
文
Ｉ
渉
思
ｌ
糊
鮒
ｌ
沸
眼
‐
ｌ
御
威
！
怨
威
Ｉ
玄
期
Ｉ
湛
然
Ｉ
ｌ
Ｈ
州
幟
Ｈ
ｌ
Ｉ
宗
溌
１
円
仁
ｌ
｜
い
却
峠
ｉ
艮
源
’
一
Ⅳ
獅
噸
覚
迩

（78）



こ
れ
か
ら
見
て
も
上
人
か
一
‐
治
炳
」
を
本
願
と
し
て
い
る
以
上
薬
師
如
来
の
加
被
力
を
祈
念
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
口

丹
波
国
船
井
郡
帛
中
村
消
源
寺
の
中
興
十
三
世
仏
海
禅
師
か
記
さ
れ
た
、
十
六
羅
洪
由
来
記
に
上
人
の
治
病
の
状
況
を
記
し
て
、

一
從
年
文
化
三
丙
粛
年
の
冬
十
Ⅱ
、
図
ら
ず
も
水
喰
五
行
上
人
来
入
せ
り
１
時
に
加
持
を
望
む
背
来
る
時
は
則
ち
干
板
を
打
ち
て
行
者

を
呼
ぶ
、
川
で
悩
加
持
或
は
十
念
を
技
く
、
細
め
来
る
者
峨
血
、
七
人
な
り
、
ま
た
↓
三
一
十
人
な
り
、
恰
も
雌
型
の
落
々
た
る
が
如
く
秋

菜
の
鰡
々
た
る
か
如
し
、
中
ご
ろ
速
く
よ
り
風
に
趨
る
背
或
は
三
而
或
は
五
面
、
柵
ゆ
る
要
の
衆
り
酷
の
現
は
る
嶋
か
如
し
、
幾
許
好
子

の
数
実
に
勝
げ
て
洲
ふ
ぺ
か
ら
ず
云
云
」
と
、
上
人
の
行
く
と
こ
ろ
必
ず
そ
の
名
脚
を
仏
へ
聞
い
て
治
病
を
乞
ふ
者
婆
集
せ
り
と
洲
う
．

そ
の
方
法
は
経
文
を
咽
へ
、
忠
部
に
鞭
で
蝋
を
塗
り
乃
至
十
念
す
る
の
み
に
て
、
病
悉
く
癒
え
た
と
云
う
ｏ
上
人
の
歌
に

４
、
第
四
願
有
情
四
百
衆
病
見

人
々
の
凡
ゆ
る
摘
苫
を
偏
仰
の
力
に
よ
っ
て
論
癒
せ
ん
と
の
秤
馴
で
あ
る
‐

薬
師
如
来
は
人
々
の
流
痛
を
本
噸
と
さ
れ
て
い
る
”
上
人
か
克
政
十
三
年
八
十
四
歳
三
〃
八
日
か
ら
十
一
月
晦
日
ま
で
洲
八
ケ
″
を
没
し

て
、
故
郷
丸
畑
の
四
岡
堂
を
池
立
し
、
本
尊
の
ゞ
八
十
・
八
体
の
仏
像
を
彫
刻
し
た
か
、
》
〆
』
の
中
で
薬
師
如
来
像
が
二
十
一
一
脈
の
多
数
に
の
ぼ

り
、
生
涯
に
お
い
て
一
千
余
体
の
仏
像
を
刻
ん
で
い
る
の
で
、
全
体
に
お
い
て
雌
一
百
五
十
体
以
上
の
楽
師
如
来
像
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
推
測
に
難
く
な
い
。

一
‐
水
喰
上
人
ｉ
貢

に
理
解
す
れ
ば
、

陵

「
仏
の
衆
生
の
大
慈
悲
の
獅
願
を
心
と
し
倒
中
を
行
脚
し
、
悩
め
る
肯
を
救
済
し
よ
・
＆
と
琴
７
怠
味
で
は
な
い
か
と
忠
は
れ
る
。

に
は
こ
の
第
三
願
に
「
仏
心
」
と
注
慨
し
て
い
る
が
、
私
に
は
こ
の
願
の
意
味
が
明
白
に
解
、
い
な
い
、
然
し
自
分
な
り

（79）



「
昼
間
は
上
人
に
と
っ
て
は
殊
の
外
多
忙
で
あ
っ
た
、
彼
は
彼
の
信
仰
に
よ
っ
て
病
臓
を
弱
き
者
の
身
か
ら
放
し
て
や
っ
た
。
懸
験
は
口

か
ら
口
へ
と
低
は
っ
て
彼
を
蕪
ふ
て
染
る
者
は
聯
し
い
、
彼
の
加
持
祈
薦
に
よ
る
奇
戦
は
目
前
に
示
現
さ
れ
て
、
審
銭
が
此
堂
に
染
っ
て

馬
に
幾
駄
か
積
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
程
で
あ
っ
た
」
と
伝
へ
ら
れ
て
い
る
。

又
、
十
六
羅
漢
山
米
記
の
中
に
も
「
加
持
を
修
す
る
時
雛
則
ち
人
其
の
架
り
来
る
こ
と
雲
の
如
く
屯
し
、
星
の
如
く
到
る
、
其
数
謂
ひ
つ

み
な
身
の
心
と
覧
か

と
詠
ん
で
、
四
百
四
病
の
も
と

「
真
言
を
心
に
か
く
る
皆
人
は

と
よ
ん
で
、
偏
仰
を
す
生
め
て

越
後
小
栗
山
に
残
る
伝
挑
に

可
か
ら
ず
」

又
、
小
栗
山
の
伝
説
に
「
役
が
明
け
れ
ば
、
ま
た
病
め
る
者
の
友
で
あ
っ
た
と
云
ふ
」
と
、

又
、
故
郷
丸
畑
の
侭
説
に
「
摘
め
る
者
、
傷
つ
け
る
者
又
は
脈
物
の
あ
る
者
が
近
隣
か
ら
染
っ
て
、
上
人
に
加
持
を
乞
ふ
と
、
彼
は
祈
臓

の
後
、
坐
を
三
一
点
つ
け
返
し
て
や
る
と
皆
癒
え
た
と
云
は
れ
て
い
る
」
と
伝
へ
て
い
る
。
又
、
上
人
の
蝋
に

「
木
喰
に
み
な
だ
ま
さ
れ
て
た
も
と
か
ら

一
文
銭
を
ぱ
ら
り
ぱ
ら
り
と
」

一
‐
皆
人
の
四
百
四
摘
は
な
に
や
ら
ん

み
な
身
の
心
と
藍
か
ざ
り
け
り
」

”
ん
で
、
四
百
四
病
の
も
と
は
皆
人
々
が
天
等
の
逆
を
忘
れ
て
、

く
る
世
ノ
＼
は
柵
徳
自
椛
」

で
、
偏
仰
を
す
生
め
て
届
る
。

私
利
私
慾
に
の
み
あ
く
せ
く
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
即
ち

（80）



木
喰
上
人
は

『
我
れ
靜
願
し
て
五
職
と
塩
味
と
を
食
せ
ざ
る
こ
と
弦
に
五
十
年
な
り
、
且
つ
臥
具
を
用
い
ず
、
寒
耕
一
に
単
衣
、
時
変
れ
ど
も
衣
を
璽

ぬ
る
こ
と
な
し
Ｉ
神
仏
に
一
千
像
を
彫
刻
し
、
及
び
加
持
を
修
し
て
以
て
衆
生
の
病
苦
を
救
は
ん
と
欲
す
る
己
な
り
と
」
十
六
羅
漢
由

来
記
に
記
す
る
が
如
く
、
常
陸
の
木
食
観
海
上
人
よ
り
、
木
食
戒
を
受
け
て
よ
り
の
修
行
は
全
く
五
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
只
管
に
仏
と

共
に
起
臥
し
て
の
徹
底
し
た
修
行
で
あ
っ
た
、
即
ち

。
「
木
喰
の
心
の
う
ち
を
た
づ
ぬ
れ
ば

わ
れ
よ
り
外
に
知
る
人
も
な
し
」

「
お
も
し
ろ
や
ね
て
も
お
き
て
も
な
む
あ
み
だ

仏
法
僧
の
浄
土
な
り
け
り
」

．
心
を
つ
く
し
き
っ
て
の
後
を
見
よ

衆
生
と
仏
わ
か
ら
ざ
り
け
り
」

と
、
こ
の
歌
を
見
て
も
、
如
何
に
大
悟
徹
底
し
て
い
た
か
鷺
覗
は
れ
る
、
而
も
そ
の
身
な
り
は
、
十
六
羅
漢
由
来
記
に
閲

と
詠
ん
だ
如
く
、
病
気
を
治
し
て
貰
っ
た
お
礼
と
し
て
差
出
し
た
金
が
持
ち
き
れ
な
い
程
集
ま
つ
だ
嫌
で
あ
る
、
上
人
は
そ
れ
を
惜
し
げ

も
な
く
困
る
人
に
与
え
て
、
無
一
文
で
叉
、
順
礼
の
旅
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。

凡
そ
加
持
祈
藤
に
よ
っ
て
人
の
病
を
治
す
る
こ
と
は
、
行
者
の
信
力
と
法
力
と
仏
の
謎
念
力
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
て
科
学
で
究
め
る
こ

と
の
出
来
な
い
、
不
思
砿
な
治
病
現
象
が
現
は
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
る
が
、
特
に
行
者
の
信
行
の
力
が
大
き
く
作
用
す
る
も
の
で

あ
る
。

（81 ）



６
、
第
六
願
無
別
方
便
戒
海
水
心

柳
氏
は
そ
の
著
「
水
喰
上
人
」
に
こ
に
こ

化
他
の
行
を
満
足
せ
し
む
る
た
め
に
も
当
然
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
忠
者
の
病
を
治
し
又
、
順
礼
の
行
く
先
々
、
そ
の
徳
を
慕
っ
て
染

る
人
々
に
対
し
て
、
仏
の
徳
を
識
欺
し
、
崎
じ
行
ず
る
者
の
利
縦
を
説
き
偏
仰
を
す
＄
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
ハ

「
木
喰
を
と
ふ
と
い
人
と
た
づ
ね
く
る

た
づ
ぬ
る
人
は
な
ば
も
と
ふ
と
し
」

即
ち
姉
ｕ
商
の
内
は
人
々
に
法
を
説
き
、
伐
半
冊
満
噸
上
り
彫
刻
に
〃
を
振
い
夜
の
明
く
る
の
を
知
ら
な
か
っ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
い
る
。

５
、
第
五
願
一
切
衆
生
一
夜
説
法

「
容
貌
を
視
る
に
顔
色
樵
悴
し
て
議
髪
雪
の
如
く
、
壊
色
の
衣
を
蒲
、
錫
を
持
っ
て
来
り
立
つ
、
異
形
の
物
色
謂
ひ
つ
可
か
ら
ず
、
実
に

僧
に
似
て
僧
に
非
ず
俗
に
似
て
俗
に
非
ず
、
変
化
の
人
か
と
思
い
、
狂
者
の
惑
ふ
か
と
疑
う
、
先
師
見
て
問
ふ
て
曰
く
、
〃
子
は
何
人
ぞ

や
〃
行
者
曰
く
〃
諾
〃
某
は
木
喰
五
行
普
雌
な
り
」
と
、
上
人
八
十
九
才
の
時
の
鞭
で
あ
る
。
即
ち
文
化
三
年
徳
川
太
平
の
世
に
、
こ
の

世
の
人
と
は
忠
へ
い
程
の
風
態
を
し
て
の
修
行
は
、
砿
し
く
変
化
生
の
僻
雌
に
し
て
備
人
と
は
思
え
な
い
っ

「
木
喰
の
姿
か
た
ち
を
な
か
む
軌
ば

さ
な
が
ら
稲
の
か
§
し
な
り
け
り
」

こ
の
徹
底
し
た
修
行
と
神
秘
的
に
ま
で
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
心
境
・
と
に
よ
っ
て
行
う
加
持
な
れ
ば
、
病
人
と
相
対
し
た
丈
け
で
も
上
人
の
体

か
ら
発
す
る
霊
波
に
よ
っ
て
、
病
気
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
快
癒
す
る
の
も
道
理
で
あ
る
。

の
第
六
願
の
葱
を
「
戒
律
｝
と
注
し
て
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
が
如
何
な
る
意
味
か
こ
の
願
意
の
字
句
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７
、
第
七
願
高
ャ
常
光
明
真
言

「
木
喰
上
人
」
に
は
「
真
言
」
と
注
し
て
い
る
。
高
ャ
と
は
真
言
宗
高
野
山
金
剛
峰
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
弘
法
大
師
の
伝
へ
ら
れ
た

「
真
言
」
を
常
に
唱
へ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
光
明
真
言
と
は
、
密
教
の
呪
文
「
陀
羅
尼
」
の
名
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
日
如
来
の
真
言

で
あ
っ
て
．
切
諸
仏
菩
薩
の
総
呪
な
り
」
と
云
は
れ
て
い
る
。
即
ち

人
の
句
に
も

の
説
明
は
出
来
な
い
、
が
、
こ
れ
を
維
測
す
れ
ば
「
仏
道
の
修
行
は
別
に
意
識
し
て
殊
更
に
技
巧
を
弄
す
る
こ
と
な
く
、
方
便
手
だ
て
を

要
せ
ず
、
身
を
処
す
る
に
（
戒
）
海
水
の
如
き
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
即
ち
海
水
は
自
ら
意
識
せ
ず
自
然
の
班
境
に
従
っ
て
流
れ
、
風

吹
け
ば
波
立
つ
、
こ
の
雌
為
、
無
作
、
無
心
の
自
我
の
執
蒜
を
棄
て
た
心
境
で
精
進
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
、
上

「
仏
法
は
し
為
も
し
ら
ぬ
も
禰
無
阿
弥
陀

・
仏
法
僧
の
脚
に
ま
か
せ
て
」

「
仏
法
に
こ
り
か
た
ま
る
は
い
ら
ぬ
こ
と

弥
陀
め
に
き
け
ば
う
そ
の
か
た
ま
り
」

「
仏
と
も
鬼
と
も
蛇
と
も
別
ら
ね
ど

な
に
＄
な
ろ
う
と
な
む
あ
み
だ
仏
」

「
わ
れ
足
り
ず
心
も
足
り
ず
身
も
た
り
ず

足
り
ぬ
足
り
ぬ
も
利
益
な
り
け
り
」
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で
、
不
空
大
日
如
来

光
明
真
言
儀
記
に
は

不
空
大
日
如
来

「
此
は
大
腿
脈
遮
那
如
来
乃
至
浄
土
に
生
ぜ
し
め
ん
』
と
あ
り
、
光
明
真
言
を
鴫
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
鍬
の
功
徳
あ
り
、
・
と
す
る
真
言

宗
の
教
義
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

上
人
は
こ
れ
に
つ
い
て

歌
に

、

と
詠
ん
で
い
る
。

上
人
の
熾
悔
経
諸
鏡
の
中
に
、
光
明
真
言
を
梵
字
に
て
記
し
、
そ
の
次
に

「
夏
こ
の
一
宇
よ
り
、
シ
ャ
。
ハ
一
切
ノ
事
ハ
ジ
マ
リ
テ
キ
メ
ゥ
ノ
シ
ャ
・
ハ
セ
ヵ
ィ
ナ
リ
ス
ナ
ハ
チ
光
明
遍
照
十
方
世
界
ナ
リ
ナ

ヲ
又
八
万
四
千
の
経
々
モ
皆
コ
ノ
一
宇
ヨ
リ
イ
ズ
ル
ナ
リ
ア
ル
ィ
ハ
ョ
ミ
チ
ナ
ン
ゾ
ス
ル
ト
キ
ワ
ナ
ン
ヲ
ノ
ガ
レ
サ
メ
シ
ヵ

ラ
ズ
至
信
ニ
キ
メ
ウ
シ
泰
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」

「
真
言
も
南
無
阿
弥
陀
仏
も
念
ず
れ
ば

人
の
知
ら
ざ
る
供
養
な
り
け
り
」

へ

帰司
命嘘患
曹

「
典
言
を
心
に
か
く
る
皆
人
は

く
る
世
ノ
、
１
は
福
徳
自
在
」

の
大
印
は
宝
蓮
華
光
明
を
具
し
罪
禍
を
砿
減
し
て
菩
提
を
証
得
せ
し
む
る
の
意
で
あ
る
。

あ
ぽ
さ
や

阿
謨
伽

（
不
空
）

ぺ
１
ろ
し
や
の
１

毘
庶
遮
那

（
大
日
）

ｆ
か
嘱
だ
ら

摩
訶
母
捺
羅

（
大
）
（
印
）

農
に

摩
尼

（
宝
）

ば
ん
と
農蕊
じ
ん
嘘
ら

入
縛
羅

（
光
明
）

腱
ら
ば
り
た
１
や
１

割
撫
蝋
鰯
珊

う
心

畔
」

（
金
剛
不
壊
の
義
を
表
は
す
）
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８
、
第
八
願
常
念
仏
因
縁
ノ
所
二

念
仏
と
は
一
往
は
修
行
者
が
仏
を
念
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
小
乗
に
於
て
は
念
仏
、
念
法
、
念
僧
等
の
三
念
が
仏
道
修
行
の
根
粥
と
し
て

行
は
れ
た
が
、
こ
の
場
合
は
、
所
調
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と
て
あ
る
。
即
ち
「
常
念
仏
」
と
は
常
に
六
字
の
名
号
を
称
へ
る
と
云
う
こ

と
で
あ
る
。
「
因
縁
あ
る
所
に
」
と
は
念
仏
の
偏
者
に
逢
い
、
法
を
説
き
或
は
念
仏
の
寺
に
詣
で
た
時
に
は
常
に
念
仏
を
唱
へ
て
弥
陀
の

利
益
を
蒙
る
。
と
云
う
こ
と
の
様
で
あ
る
。
念
仏
に
つ
い
て
は
ｋ
人
の
歌
に
も
、

「
南
雛
阿
弥
陀
ひ
も
じ
く
も
な
し
年
の
鮮

ま
た
く
る
春
も
喰
ふ
念
仏
」

「
な
が
か
れ
と
思
う
命
を
た
の
し
み
に

な
む
あ
む
だ
ぷ
を
ね
て
も
お
き
て
も
」

享
和
二
戌
歳
二
月
廿
一
日
コ
レ
ヲ
ヵ
ク

天
一
自
在
法
門
八
十
五
才

木
喰
五
行
菩
薩
（
花
押
）

と
あ
り
、
常
に
真
言
を
訓
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

９
、
第
九
願
一
切
経
衆
生
ア
ン
イ
ノ
タ
メ

「
木
喰
上
人
」
伝
に
は
、
「
奉
経
」
と
注
し
て
い
る
〉
泰
経
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
、
各
種
の
諜
物
を
見
て
も
明
白
に
な
ら
な
い
か
、
恐

ら
く
上
人
の
遺
品
の
中
に
「
奉
納
妙
経
、
或
は
納
経
帖
」
等
各
一
冊
が
あ
り
、
順
礼
の
途
次
寺
々
を
訪
れ
て
、
金
子
を
奉
納
し
て
受
け
た

宝
印
、
寺
印
等
が
押
捺
し
て
あ
る
、
日
蓮
宗
で
云
う
御
首
題
帳
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
奉
経
は
こ
れ
と
は
少
し
意
味
が
違
う
様
で
あ
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㈹
、
第
十
願
千
体
仏
因
エ
ン
ト
チ

上
人
の
千
体
仏
彫
刻
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
「
贋
劫
千
仏
』
の
思
想
の
影
稗
を
受
け
た
と
忠
は
れ
る
。
即
ち
賢
劫
と
肱
、
現
存
す
る
世
界
の

発
生
か
ら
滅
亡
ま
で
の
期
間
を
成
、
住
、
壊
、
空
の
四
劫
（
時
間
の
誰
）
に
分
っ
中
、
住
劫
を
指
し
て
「
賢
劫
」
と
云
う
。
此
の
期
間
に
聖

賢
多
く
出
る
が
故
で
あ
る
。
そ
の
仏
名
に
つ
い
て
雌
、
贋
劫
絲
、
現
在
賢
劫
千
仏
名
経
、
仏
名
経
等
に
具
さ
に
そ
の
名
を
列
記
し
て
あ
る
。

千
仏
出
世
の
因
縁
に
つ
い
て
は
、
維
摩
経
に

「
過
去
無
央
数
劫
不
可
称
計
の
時
に
蕊
王
あ
り
、
職
輪
聖
王
あ
り
、
太
子
菩
橘
以
下
の
干
子
と
共
に
薬
王
仏
を
供
養
す
。
松
輪
聖
王
今
の

宝
成
如
来
、
諜
宿
は
釈
迦
、
そ
の
余
の
千
子
は
慨
劫
の
千
仏
な
り
云
云
」
と
述
べ
、
そ
の
他
大
宝
溌
経
、
干
仏
因
縁
経
、
観
薬
王
薬
上
二

菩
薩
経
に
、
千
仏
出
現
に
関
す
る
事
が
説
か
れ
て
い
る
。
又
、
大
判
度
論
三
十
八
に
蛾

「
足
の
一
劫
中
に
干
仏
興
る
こ
と
あ
り
、
乃
至
前
劫
尽
き
巳
り
て
廊
然
と
し
て
都
て
空
な
り
、
後
大
水
あ
り
水
底
よ
り
千
枚
の
七
宝
光
明

あ
る
迩
華
を
訓
出
す
、
こ
れ
干
仏
の
相
な
り
乃
韮
こ
れ
に
よ
っ
て
千
仏
あ
る
こ
と
を
知
る
云
云
」
と
、
こ
の
思
想
を
受
け
て
勉
弦
、
商
昌

を
始
め
と
し
て
支
那
甘
粛
省
戦
焔
等
に
て
は
、
大
小
多
数
の
洞
廟
内
の
難
而
に
は
、
千
仏
の
像
が
画
か
れ
、
又
、
染
の
鮒
文
術
の
千
仏
造

立
、
南
斉
禅
林
寺
の
浄
秀
尼
の
同
織
成
像
等
の
事
実
に
よ
っ
て
、
千
仏
の
像
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

日
本
に
て
は
、
日
本
書
記
に
、
白
離
三
年
に
「
洪
山
口
直
大
口
泰
レ
詔
刻
二
千
仏
こ
と
あ
り
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
法
隆
寺
金
堂
内

る
。
願
文
に
、
．
切
衆
生
ア
ン
ィ
ノ
タ
メ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
も
、
各
寺
々
を
訪
れ
て
御
宝
前
に
お
い
て
、
経
文
を
読
諦

し
、
光
明
真
言
を
謝
し
、
念
仏
を
唱
へ
て
法
味
を
奉
り
、
国
土
安
穏
、
五
職
豊
饒
を
祈
願
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
未
だ
詳
し
く
こ
れ

を
知
る
こ
と
を
得
ず
今
後
の
研
究
を
期
し
た
い
と
思
う
。
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の
玉
虫
厨
子
の
内
壁
に
あ
る
雛
蝶
銅
板
の
も
の
か
般
占
の
も
の
で
あ
ら
う
。

そ
の
他
同
寺
天
平
十
九
年
黄
財
帳
（
什
物
帷
）
金
泥
押
出
千
仏
像
、
大
安
寺
撹
財
帷
三
璽
千
仏
像
、
大
和
長
谷
寺
に
は
朱
烏
元
年
銘
の
千

体
仏
鋼
燃
一
面
、
麿
招
捉
寺
臓
遮
祁
仏
後
佇
、
浄
珊
璃
寺
の
阿
弥
陀
如
来
（
膝
原
則
）
、
隅
地
院
の
地
職
（
雛
倉
期
）
、
脇
羽
院
の
御
噸

に
て
天
承
元
年
三
″
十
三
ｎ
の
供
養
錨
の
押
腿
燕
院
の
三
十
二
間
堂
の
呼
身
哩
観
背
像
、
後
白
河
法
皇
の
御
願
に
て
侭
宛
二
年
二
川
十
じ

日
供
養
さ
れ
た
蓮
華
王
院
三
十
三
間
堂
の
一
千
一
体
の
千
手
徹
宵
像
、
興
柵
寺
三
亜
嶬
の
壁
面
の
千
体
仏
画
、
そ
の
他
興
桶
寺
千
体
理
観

音
像
、
新
薬
師
寺
の
千
体
蝿
沙
門
、
極
楽
寺
千
体
弥
陀
、
鎌
倉
円
覚
寺
千
体
地
蔵
等
の
多
数
が
あ
り
、
現
存
の
中
に
は
江
戸
時
代
の
作
か

多
く
、
身
延
山
上
の
山
丈
六
堂
に
も
慶
長
年
間
、
小
碓
院
日
護
上
人
の
作
千
体
釈
迦
如
来
像
が
あ
る
。

惟
う
に
上
人
の
千
体
仏
彫
刻
の
思
想
は
、
贋
劫
経
、
維
際
経
等
の
大
乗
諸
経
に
発
し
、
支
那
六
朝
時
代
を
中
心
と
し
、
父
Ｈ
本
の
白
鳳
、

奈
良
、
平
安
、
滕
原
、
鎌
倉
、
江
戸
の
各
時
代
を
通
じ
て
朧
に
行
は
れ
た
そ
の
影
禅
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
、
り
う
。
川
も
上
人
が
施
さ

れ
た
と
こ
ろ
蛾
、
未
だ
陣
っ
て
神
仏
に
因
縁
抑
ざ
、
股
山
漁
村
等
の
名
も
な
さ
僻
脈
の
地
が
雌
倒
的
に
多
い
□
こ
れ
を
兄
て
も
如
何
に
ｋ

人
の
民
衆
救
済
の
方
法
が
徹
底
、
し
て
孵
っ
た
か
ｖ
仲
間
さ
れ
る
。

通
途
の
僧
侶
は
人
口
の
密
集
す
る
都
市
に
寺
院
を
建
立
し
、
教
会
を
設
立
し
て
教
を
説
く
訳
で
あ
る
か
、
上
人
は
自
分
の
足
に
よ
っ
て
廻

国
順
礼
し
、
山
間
僻
地
を
遊
行
し
て
因
縁
を
結
び
、
求
め
に
応
じ
て
神
仏
の
像
を
彫
刻
し
て
施
し
、
更
に
奇
篤
な
こ
と
は
神
社
仏
閣
に

詣
で
神
仏
の
像
を
彫
刻
し
て
も
、
そ
の
本
堂
本
殿
に
安
慨
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
必
ず
や
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
二
間
四
方
或
は
二
間

に
一
間
位
の
粗
末
な
小
堂
を
立
て
Ｌ
、
中
に
祀
り
州
眼
し
お
わ
り
直
ち
に
そ
の
足
で
次
の
因
縁
の
地
を
求
め
て
、
服
礼
の
旅
に
出
た
と
云

一
｝Ｉハ

ノ
○

従
来
歴
史
に
残
る
印
度
、
支
那
、
川
本
の
三
川
を
通
じ
て
の
千
体
仏
の
造
立
は
、
本
細
或
は
願
主
の
も
と
め
に
応
じ
て
の
製
作
で
あ
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自
刻
の
像
を
、
而
も
自
分
《

し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

る
、
従
っ
て
千
体
仏
を
一
ケ
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
が
、
上
人
の
そ
れ
は
北
は
北
海
道
江
差
か
ら
、
中
国
、
四
国
、

近
畿
は
も
と
よ
り
本
州
を
縦
断
し
、
九
州
鹿
児
島
の
南
端
に
わ
た
る
広
汎
な
地
域
に
、
而
も
名
も
知
れ
ぬ
山
峡
の
寒
村
に
海
辺
の
僻
地
に

自
刻
の
像
を
、
而
も
自
分
の
手
に
よ
っ
て
机
末
な
茅
堂
を
他
て
、
三
十
五
年
間
の
、
水
き
に
唾
っ
て
彫
り
続
け
た
こ
と
は
、
到
底
凡
人
の
為

又
、
彫
刻
に
用
い
ら
れ
た
工
典

丹
波
竜
泉
寺
に
伝
は
る
文
書
に

〃
吾
は
甲
州
の
明
満
仙
人
な
り
、
当
郡
の
州
中
村
淵
源
寺
に
十
六
雛
漢
を
彫
刻
し
、
今
当
寺
に
来
る
、
聞
く
、
当
寺
に
は
十
六
雑
漢
あ
る

も
釈
尊
と
両
脇
立
ち
を
欠
く
と
、
沓
、
之
を
彫
刻
し
奉
納
せ
ん
〃
と
、
住
僧
悦
で
老
人
を
諦
じ
、
大
檀
越
岩
崎
氏
に
協
議
し
、
境
内
に
在

り
し
銀
杏
の
老
木
を
伐
り
、
新
た
に
堂
を
設
け
て
彫
像
の
準
備
を
な
す
。
老
人
毎
食
米
飯
に
依
ら
ず
境
内
の
松
葉
を
食
し
、
昼
間
病
者
に

接
し
て
療
治
に
努
め
、
夜
間
丑
満
つ
の
頃
よ
り
刀
を
執
り
彫
像
の
事
に
従
ふ
。
一
ヶ
月
に
し
て
釈
迦
の
尊
像
、
加
葉
、
阿
難
の
両
脇
立
ち

の
御
像
、
並
に
自
像
の
四
体
成
る
。
像
成
る
や
、
漂
然
と
し
て
袖
を
払
っ
て
去
る
。
其
の
後
二
年
甲
州
よ
り
大
工
来
り
、
現
在
の
山
門
を

恐
ら
く
三
国
に
わ
た
り
古
今
を
通
じ
て
、
甲
斐
の
木
喰
上
人
を
描
い
て
か
腿
る
大
偉
業
を
達
成
し
た
例
は
皆
無
で
あ
ら
う
、
而
も
七
十
、

八
十
、
九
十
才
の
老
齢
に
お
い
て
、
丈
一
米
前
後
の
像
を
早
い
と
き
は
一
日
で
完
成
、
平
均
三
日
弱
で
一
仏
体
を
無
数
に
成
就
し
て
い
る

こ
と
を
見
れ
ば
、
如
何
に
上
人
の
技
法
が
す
ぐ
れ
、
超
人
的
な
健
康
の
保
持
者
で
あ
っ
た
か
ｒ
脱
は
れ
る
。

又
、
彫
刻
に
用
い
ら
れ
た
工
具
は
「
馨
、
小
刀
、
鉈
と
錨
」
の
四
種
類
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

老
人
答
て
同
く

「
文
化
四
卯
年
二
月
二
十
五
日
、
白
髪
侭
騒
の
老
人
忽
然
と
し
て
竜
泉
寺
に
来
る
、
住
僧
問
ふ
、

〃
老
人
何
人
ぞ
〃
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又
「
佐
渡
の
梅
津
の
九
品
堂
か
ら
逆
を
隔
て
＄
、
あ
る
小
さ
な
祠
の
内
に
、
上
人
が
刻
み
か
け
て
半
ば
で
止
め
た
と
云
う
不
勤
尊
が
一
服

祀
ら
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
或
る
日
上
人
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
宝
を
閉
じ
て
不
動
尊
を
刻
ん
で
い
る
時
、
ふ
と
或
る
女
が
、
戸
を
附
い
て

中
を
覗
い
た
の
で
、
常
に
不
浄
を
避
け
て
刀
を
執
っ
た
上
人
は
、
微
れ
た
か
ら
こ
れ
は
仏
に
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
云
っ
て
、
中
途

で
や
め
て
し
ま
っ
た
」
と
伝
え
て
い
る
。

昊
帯
金
金
龍
寺
の
日
蓮
聖
人
彫
像

金
龍
寺
は
身
延
町
幣
金
に
あ
り
。
こ
＄
に
木
喰
上
人
彫
刻
の
日
蓮
聖
人
像
が
所
磯
さ
れ
て
い
る
。

上
人
は
斑
政
十
二
年
九
月
に
身
延
に
入
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
南
無
阿
祢
陀
仏
剛
々
御
備
帳
（
安
永
九
子
年
五
月
十
四
日
よ
り
寛
政
十
二
年

九
月
廿
五
日
ま
で
の
日
記
帳
）
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

を
測
ら
な
い
。
」
と
伝
へ
、

－

落
慶
し
、
十
六
羅
漢
並
に
上
人
彫
刻
の
尊
倣
の
入
仏
供
養
を
行
い
た
り
。
」

と
あ
り
、
又
、
越
後
の
小
栗
山
に
残
る
伝
説
に

「
上
人
が
仏
像
を
刻
ん
だ
の
は
、
い
つ
も
夜
で
あ
っ
て
誰
も
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
、
開
眼
の
日
ま
で
は
不
浄
の
眼
に
触
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
乃
至
上
人
は
堂
に
綴
っ
て
間
断
な
く
難
の
音
が
夜
の
空
に
冴
え
始
め
る
。
人
は
い
つ
上
人
が
眠
る
か

．
、
寛
政
十
二
年
九
月
甲
斐

一
、
十
一
日
マ
ン
ザ
ワ
チ
ャ
ャ
三
十
・
コ
ケ

一
、
十
二
、
十
三
ミ
ノ
ブ
下
町
璽
右
術
門

一
、
十
四
日
仲
（
町
？
）
ジ
ュ
ズ
ャ
三
十
六
文
亜
太
郎
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一
斗
卜
『
工
ｒ
に
Ｉ
Ｊ
Ｉ
・
」

右
の
日
記
帳
（
宿
帳
）
に
よ
っ
て
、
九
月
十
二
、
Ｌ

後
の
頁
は
身
延
山
の
寺
印
で
終
っ
て
い
る
。

十
四
日
身
延
を
出
立
、
十
流
川
柵
金
浄
仙
院
。

身
延
か
ら
浄
仙
院
へ
行
く
途
中
金
龍
寺
が
在
る

◎
像
の
大
き
さ
、

丈
一
二
、
五
糎
台
座
の
高
さ
人
、
五
糠

上
人
の
作
の
中
で
は
比
較
的
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。

＠
像
の
背
部
に
は
、

廿
五
日
よ
り
」

Ｉ

千
体
之
内

聖
朝
安
穏
増
宝
寿

正
作
木
喰
五
行
菩
薩

日
蓮
大
僧
師

天
下
安
楽
興
正
法
八
十
四
歳
（
花
押
）

寛
政
十
二
庚
申
歳
正
Ⅱ
十
二
日
成
就

五
十
才
日
綿

一
、
同
十
月
廿
五
日
立
つ
同
国
川
内
丸
畑
丸
六
（
丸
六
ぱ
上
人
生
家
伊
藤
家
の
当
主
で
あ
ろ
う
）

一
、
・
十
五
日
よ
り

九
月
十
五
日
よ
り
オ
ビ
ヵ
ネ
浄
仙
院

’こ
§
に
立
寄
っ
て
、
川
越
卿
人
像
を
彫
刻
さ
れ
た
も
の
と
批
測
さ
れ
る
。

十
四
日
は
身
延
へ
宿
を
と
っ
た
こ
と
か
明
ら
か
で
あ
り
、
又
「
奉
経
帳
」
の
肢

（
丸
畑
山
神
堂
、
山
神
像
）
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寛
政
十
二
年
の
正
月
に
は
、
遠
州
奥
山
村
狩
宿
に
留
鋤
し
、
十
王
堂
建
立
、
十
王
尊
奪
衣
婆
の
彫
刻
に
杵
手
し
て
い
た
時
と
忠
は
れ
、

而
も
寛
政
十
二
年
は
、
水
喰
八
十
三
才
で
あ
る
符
な
の
に
「
八
十
四
歳
」
と
肥
し
て
あ
る
こ
と
は
、
〃
胸
を
感
ず
る
か
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
今
後
の
研
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
か
、
免
に
角
、
金
逝
寺
に
、
木
喰
硴
作
の
日
並
哩
人
像
が
塊
〃
す
る
こ
と
は
、
熾
咽
な
発
見
と
も

忠
は
れ
る
。
而
し
て
台
座
の
典
に
行
の
文
字
が
あ
る
通
り
、
当
時
金
竜
寺
住
職
Ⅱ
御
な
る
者
が
、
こ
の
川
越
大
僻
師
像
に
対
し
て
、
・
・
一
十

一
日
間
の
窪
修
行
を
な
し
、
そ
の
間
に
法
蛎
経
・
・
一
十
部
並
に
陀
羅
尼
を
洸
荊
し
て
、
開
眼
供
侭
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
特
糀
十
鳶
こ
と

て
あ
る

●
こ
記
し
て
あ
る

と
記
し
て
あ
り
、
水
喰
上
人
の
法
華
崎
仰
に
つ
い
て
は
、

「
奉
納
大
蕊
妙
経
願
以
此
功
鮒
醤
及
於
一
切
我
呼
与
衆
“

る
。
故
に
金
竜
寺
の
川
越
哩
人
を
彫
刻
し
「
日
巡
大
僧
》

尚
、
台
座
の
典
に
は

に
つ
い
て
は
、

奉
読
諦
鋤
経
三
十
部

＃
羅
尼

南
無
日
蓮
大
緋
薩

開
仏
知
見

享
和
元
辛
酉
十
二
月
一
三

日
よ
り
二
年
正
月
三
日
迄

寒
中
修
行

平
沢
村
人
に
与
え
心
．
れ
た
識
に
、

切
我
呼
与
衆
生
皆
似
成
仏
遊
」
の
文
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
華
経
を
尊
衆
さ
れ
た
こ

「
日
池
大
僧
師
」
と
尊
称
し
て
、
像
の
背
面
に
記
入
、
自
糾
し
た
理
由
も
覗
は
れ
る
。

－

(山神背面、上人自.置）

と
が
解
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而
し
て
浄
仙
院
に
留
ま
る
こ
と
四
十
五
日
間
、
今
日
一
体
の
上
人
正
作
の
薬
師
如
来
立
像
あ
り
。

こ
典
に
お
い
て
上
人
の
長
い
通
路
旅
は
一
段
落
を
告
げ
た
。
廻
国
巡
礼
の
大
願
業
を
起
し
て
以
来
二
十
有
八
年
、

「
日
本
廻
国
修
行
せ
ん
と
大
願
を
起
し
て
、
お
よ
そ
Ｈ
本
圃
々
山
々
獄
々
島
々
の
修
行
を
心
に
掛
け
て
、
日
本
粗
々
成
就
に
至
る
」
と
記

然
し
そ
う
し
た
仏
像
の
研
究
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
三
昧
の
境
地
に
入
っ
て
の
彫
刻
は
「
入
我
我
入
」
の
悟
界
の
境
地
よ
り
、
実
際
に

仏
我
一
体
と
な
り
、
感
応
道
交
し
て
、
無
我
の
心
境
の
内
に
忽
ち
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
仏
自
体
が
、
木
喰
の
手
を
借
り

て
自
ら
の
姿
を
刻
ん
だ
も
の
と
見
る
こ
と
の
方
が
至
当
か
も
知
れ
な
い
。

三
、
上
人
彫
刻
像
の
種
類

上
人
が
本
顎
と
し
て
刻
ま
れ
、
日
本
圃
中
因
縁
あ
る
と
こ
ろ
に
施
さ
れ
た
。
千
体
仏
の
諏
類
で
あ
る
が
、
「
木
喰
上
人
」
に
よ
れ
ば

釈
迦
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
大
日
如
来
、
阿
閤
如
来
、
宝
生
如
来
、
楽
師
如
来
、
弥
勒
菩
藤
、
晋
擬
替
藤
、
文
殊
蕎
朧
、
地
蔵
菩
薩
、
子

安
地
蔵
、
脹
空
蔵
菩
薩
、
聖
観
世
音
、
十
一
而
観
世
背
、
千
手
観
音
、
馬
頭
観
音
、
子
安
観
背
、
準
岻
観
音
、
如
意
輪
観
音
、
子
安
如

意
輪
、
白
衣
観
音
、
廿
三
夜
勢
至
、
吉
祥
天
女
、
多
間
天
、
不
動
噂
、
炎
魔
王
、
十
王
尊
、
葬
頭
河
婆
、
十
六
羅
漢
、
二
王
尊
、
十
二
神

将
、
日
天
月
天
、
随
身
尊
、
神
変
菩
薩
、
金
比
羅
権
現
、
稲
荷
大
明
神
、
秋
梁
大
権
現
、
天
満
宮
、
西
宮
大
神
宮
、
山
神
、
大
黒
天
、
聖

徳
太
子
、
行
基
菩
薩
、
弘
法
大
師
、
興
教
大
師
、
逆
元
禅
師
、
．
Ⅱ
逆
大
僧
師
、
自
身
像
、
そ
の
他
狛
犬
、
暦
獅
子
等
と
記
し
て
あ
り
、
般

も
多
く
彫
っ
た
の
が
、
観
音
と
薬
師
如
来
像
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
れ
等
の
仏
替
薩
の
秘
子
を
皆
知
り
、
印
契
を
知
り
、
本
押
を
知
り
、

各
々
そ
の
特
色
を
熟
知
し
て
彫
刻
さ
れ
た
こ
と
は
、
如
何
に
仏
像
の
彫
刻
に
対
し
て
該
博
な
智
識
と
、
周
到
な
用
意
を
以
て
臨
ま
れ
た
か

し
て
い
る
。

璽
窺
は
れ
る
。
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故
に
上
人
の
彫
刻
し
た
仏
像
は
、
古
来
の
伝
統
的
蛎
緋
を
脱
し
て
、
有
史
以
来
例
を
見
な
い
独
創
的
刀
法
に
よ
り
、
忽
ち
に
し
て
次
々
と

完
成
さ
れ
て
い
る
。
薊
も
そ
の
彫
像
の
一
つ
一
つ
が
、
微
笑
を
た
Ｌ
え
何
と
も
云
へ
な
い
近
親
感
を
持
た
せ
る
様
な
不
可
哩
談
な
表
現
で

あ
り
、
見
る
も
の
を
し
て
、
心
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
法
悦
の
扉
を
開
い
て
、
腹
の
庇
か
ら
そ
の
微
笑
に
応
え
ね
ば
居
ら
れ
な
い
よ
う
な
、

苦
楽
を
超
越
し
た
心
境
に
引
入
れ
ら
れ
、
居
な
が
ら
に
し
て
仏
界
に
遊
ぶ
が
如
き
感
を
受
け
る
。

念
怒
の
姿
を
表
現
し
た
不
動
明
王
の
像
、
戒
は
二
王
尊
像
に
し
て
も
、
怒
り
の
而
棚
の
中
に
、
何
と
も
云
い
知
れ
な
い
慈
愛
の
心
が
感
じ

鬼
而
念
怒
の
中
に
も
、
仏
菩
薩
の
隠
さ
れ
た
大
慈
悲
心
か
、
仏
像
の
中
か
ら
暖
い
血
の
つ
な
が
り
と
な
っ
て
低
い
っ
て
来
る
轡
湛
も
可
成

り
仏
像
は
拝
ん
だ
が
、
木
喰
の
そ
れ
職
近
親
感
を
以
て
心
あ
た
、
ま
る
の
を
見
た
こ
と
か
な
い
。
こ
の
懲
味
に
於
て
も
水
吹
彫
は
彫
刻
史

上
に
郷
研
討
、
将
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
Ｌ
忠
は
れ
る
。

上
に
再
研
討
、
将
確
認
さ
れ
ね
ば

四
、
上
人
法
名
の
変
遷
に
つ
い
て

。
「
三
界
無
庵
無
仏
」
木
喰
行

宝
暦
十
二
年
、
四
十
五
歳
、

。
「
三
界
無
庵
無
仏
」
木
喰
行

と
ら
れ
る
。

逆

宝
暦
十
二
年
、
四
十
五
歳
、
術
陸
風
羅
漢
寺
水
食
観
海
上
人
よ
り
水
食
戒
を
受
け
、

歳
日
向
剛
分
寺
再
建
完
成
ま
で
の
二
十
一
年
間
。

。
「
天
一
自
在
法
門
」
木
喰
五
行
菩
薩

蝿
政
五
年
国
分
寺
再
建
後
よ
り
、
文
化
四
年
九
十
歳
ま
で
の
十
五
年
間

寛
政
五
年
国
分
寺
再
建
後
よ
り
、

。
「
神
通
光
明
」
木
喰
明
満
仙
人

文
化
三
年
十
二
月
十
日
、
八
十
Ｌ

八
十
九
歳
丹
波
清
源
寺
に
て
弥
陀
三
尊
よ
り
夢
告
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
る
法
号
で
、
文
化
七
年
六
月
五

名
を
行
道
と
改
払
て
よ
り
、
亜
敗
近
年
七
十
六
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間
九
十
三
歳
に
て
甲
州
上
の
陳
に
入
寂
す
る
ま
で
の
近
年
側
９

水
喰
上
人
の
法
名
は
雁
の
如
く
武
回
の
変
遷
を
兇
る
こ
と
か
川
来
る
〃

１
、
「
三
界
無
庵
無
仏
」
木
喰
行
道

こ
の
名
を
便
川
し
た
時
期
は
、
四
十
五
才
、
水
食
観
海
よ
り
水
食
戒
を
受
け
僧
と
し
て
本
陥
的
な
仏
通
修
行
に
入
り
て
各
寺
々
を
住
職

い
た
し
、
更
に
安
、
水
二
年
五
十
六
才
ｎ
本
廻
側
の
大
願
を
腿
し
、
・
一
剛
十
八
Ⅱ
州
椣
圃
伊
勢
脈
を
州
立
、
武
縦
、
止
野
、
州
椣
、
伊
・
唾
、

上
総
、
下
総
、
常
峠
、
磐
城
、
器
代
、
羽
前
、
羽
俊
、
碓
舸
、
睦
中
、
陸
奥
を
経
て
北
海
道
松
前
収
に
入
り
、
呼
び
返
し
て
院
州
よ
り
越

後
に
入
り
、
佐
渡
に
渡
り
、
淵
る
こ
と
四
年
、
次
十
八
才
佐
渡
を
立
ち
、
越
後
を
下
り
僑
州
に
入
り
、
上
州
、
武
州
を
経
て
甲
州
の
故
郷

丸
畑
に
入
り
、
天
明
五
年
六
十
八
才
九
〃
再
び
丸
畑
を
立
っ
て
、
中
側
、
四
国
、
九
州
に
錫
を
進
坊
、
つ
い
に
日
向
爾
分
寺
に
留
る
こ
と

三
年
に
し
て
寛
政
三
年
火
災
に
遭
い
、
復
興
の
大
願
を
起
し
て
蒐
政
五
年
完
成
に
至
る
ま
で
＠
．
十
一
年
間
で
あ
り
、
文
字
通
り
の
三
界

無
庵
無
仏
の
Ｈ
本
廻
国
行
道
の
生
活
で
あ
っ
た
。

２
、
「
天
一
自
在
法
門
」
木
食
五
行
菩
薩

上
人
は
当
時
の
有
様
を
述
懐
し
て
記
し
て
曰
く

「
オ
ョ
ソ
日
本
国
々
山
々
タ
ヶ
ノ
、
烏
々
ノ
修
行
ヲ
心
↓
万
ヶ
ｎ
本
ア
ラ
ノ
、
成
就
二
韮
ル
、
ゾ
ノ
節
九
州
修
行
ノ
即
《
－
１
タ
ヅ
一
て

Ｈ
向
ノ
国
分
寺
二
、
ヨ
ン
ド
コ
ロ
ナ
キ
イ
ン
ネ
ン
｛
一
ヨ
ッ
テ
ト
ド
マ
リ
テ
住
シ
ョ
グ
ー
タ
シ
三
年
目
ノ
服
〃
廿
三
Ｈ
》
で
ン
１
ｋ

ニ
ア
イ
、
ソ
レ
ョ
リ
七
年
間
ナ
ン
ギ
ョ
ウ
ク
ギ
ョ
ウ
《
一
テ
、
ガ
ラ
ン
コ
ン
リ
ュ
ゥ
成
就
シ
チ
ノ
チ
施
政
九
巳
救
四
刈
八
Ⅱ
二
脚
分

ニ
ア
イ
‐
、

寺
出
立
ス

勅
願
所

日
州
児
湯
郡
府
中
国
分
村

（94）



五
行
と
は
即
ち
菩
薩
が
修
行
す
る
と
こ
ろ
の
五
随
の
行
法
で
あ
っ
て
、

天
一
自
在
法
門
木
喰
五
行
菩
薩
（
花
押
）

と
、
即
ち
天
明
八
年
四
月
廿
四
日
、
七
十
一
才
、
ヨ
ン
ド
コ
ロ
ナ
キ
因
縁
に
よ
っ
て
、
勅
願
寺
の
住
職
と
な
り
、
三
年
目
の
寛
政
三
年
正

月
二
十
三
日
に
国
分
寺
は
失
火
の
た
釣
炎
上
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
よ
り
上
人
は
再
建
の
大
願
を
起
し
、
雌
行
苦
行
し
て
、
施
政
五
年
七
十
六
才
の
年
、
夏
六
月
、
伽
樵
、
本
尊
、
自
刻
像
等
を
完
成
し

混
梁
経
第
十
一
聖
行
品
に
は

此
時
よ
り
「
行
道
」
の
名
を
「
五
行
菩
薩
」
と
改
埼
胤
っ
『
天
一
自
在
法
門
」
と
称
し
た
。

国
分
寺
に
上
人
が
刻
ま
れ
た
本
尊
は
、
五
智
如
来
、
一
丈
八
尺
余
の
大
像
五
蝦
で
あ
る
。
そ
の
時
の
奉
納
額
の
裏
に
は

と
、
記
さ
瓢
て
い
る
。

幸
に
ｏ

「
南
無
大
師
遍
照
金
剛

覚
政
ミ
ス
ノ
ト
趾
六
月
六
日
コ
レ
ヲ
カ
ク

日
本
廻
国
三
界
無
庵
木
喰
行
適
（
花
押
）

永
々
国
分
寺
本
尊
ナ
リ

五
智
山
国
分
寺
隠
居
邪

住
持
行
遊
馴

五
行
大
菩
薩
」
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五
行
と
は
、
又
、
大
乗
腔
信
論
に

「
修
行
に
五
門
あ
り
、
能
く
此
の
偏
を
成
ず
。
云
何
五
と
な
す
。
一
に
は
施
門
、
二
に
は
戒
門
、
三
に
は
忍
門
四
に
は
進
門
五
に

は
止
観
門
な
り
』
と
述
ぺ
て
お
り
、
即
ち
「
財
と
無
畏
と
法
と
を
施
す
を
施
門
と
云
ひ
、
三
聚
浄
戒
を
施
す
を
戒
門
と
云
ひ
、
述
順
の
境

に
於
て
安
忍
し
て
暮
怒
そ
の
心
を
動
ぜ
ざ
る
を
忍
門
と
云
ひ
、
勇
猛
精
進
に
し
て
自
利
利
他
し
、
論
の
障
碍
の
た
め
に
悩
乱
せ
ら
れ
ざ
る

を
進
門
と
云
ひ
、
一
切
境
界
の
相
を
止
め
、
因
縁
生
滅
の
相
を
観
じ
て
、
蓉
摩
他
及
び
毘
婆
遮
那
に
随
順
す
る
を
、
止
観
と
云
ひ
、
止
と

観
と
は
漸
々
に
修
習
し
て
相
捨
離
せ
ず
、
盤
ぺ
現
前
す
る
が
故
に
合
し
て
一
と
な
す
」
と
、
門
党
経
大
疏
妙
、
起
信
諭
筆
削
記
、
金
製
網

「
菩
雌
際
阿
藤
は
当
に
地
の
大
没
梁
維
に
於
て
、
専
心
に
五
航
の
行
を
思
惟
す
・
へ
し
、
何
等
を
か
弧
と
為
す
、
一
に
蝋
行
、
二
に
梵
行

三
に
天
行
、
四
に
は
嬰
児
行
、
五
に
は
病
行
な
り
」

と
説
い
て
い
る
。
即
ち
戒
定
畿
に
依
っ
て
修
行
す
る
所
の
併
薩
行
な
る
か
故
に
型
付
と
云
い
、
・
に
兇
と
は
浄
の
意
で
あ
っ
て
、
替
隙
が

。

空
有
の
．
一
辺
に
於
て
愛
将
の
染
な
さ
を
名
づ
け
て
浄
と
な
す
。
此
の
浄
心
を
以
て
、
慈
悲
を
逆
び
て
衆
生
に
楽
を
与
へ
、
其
の
昔
を
抜
く

か
故
に
兇
行
と
云
い
、
三
に
天
と
は
即
ち
鋪
一
義
天
の
意
に
し
て
、
仔
隣
は
天
然
の
恥
に
川
り
て
妙
行
を
戒
ず
る
か
故
に
、
火
行
と
云

い
、
四
に
嬰
児
と
は
人
夫
小
乗
に
職
ふ
、
即
ち
縛
藤
肱
慈
悲
の
心
を
以
て
人
犬
、
蔵
聞
、
絨
党
の
小
餅
の
行
に
示
側
す
る
か
故
に
嬰
児
行

と
云
い
、
血
に
滕
陳
は
平
呼
心
を
以
て
無
縁
の
大
悲
を
述
ぴ
、
衆
生
に
側
じ
て
蝋
悩
あ
り
、
炳
苛
あ
る
を
示
現
す
る
が
故
に
描
行
と
名
付

く
る
の
で
あ
る
。
又
、
上
人
は
こ
れ
を
歌
に
詠
ん
で

「
っ
＄
し
み
は
五
行
の
近
の
極
い
か
な

な
、
り
ぺ
て
見
れ
ば
髄
か
ひ
な
り
け
り
」

と
述
べ
、
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と
あ
る
如
く
、

説
い
て
い
る
。

諦
を
得
せ
し
む
」

又
、
「
な
ら
べ
て
見
れ
ば
五
か
ひ
な
り
」
の
五
戒
と
は
、
小
乗
に
お
い
て
は
墹
一
阿
含
に
は
「
不
殺
、
不
盗
、
不
瀧
、
不
妄
語
、
不
飲
酒

当
に
形
寿
を
尽
す
ま
で
而
も
之
を
修
行
す
べ
し
」

と
云
ひ
、
大
乗
に
於
て
は
無
簸
寿
経
巻
下
に
「
菩
薩
の
受
持
す
べ
き
五
種
の
制
戒
と
し
て
〃
一
に
不
奪
生
命
、
二
に
不
与
取
、
三
に
虚
妄

語
、
四
に
欲
邪
行
、
五
に
邪
見
な
り
」
と
、

大
日
経
疏
第
十
八
に
こ
れ
を
釈
し
て
「
声
聞
経
の
如
き
、
俗
人
に
五
戒
を
持
た
し
む
る
所
以
は
、
身
口
を
防
護
し
て
、
見
諦
に
入
ら
し
め

ん
が
為
の
故
な
り
、
今
此
の
中
も
亦
爾
り
、
此
の
五
句
の
戒
を
以
て
方
便
と
な
し
て
、
而
も
之
を
防
護
し
、
真
言
の
行
を
成
じ
て
而
も
見

故
に
五
戒
を
持
つ
こ
と
は
、
替
薩
所
修
の
五
行
を
成
ず
る
前
方
便
で
あ
り
、
五
戒
受
持
の
当
体
に
菰
行
を
成
澗
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
説

き
、
五
行
即
五
戒
と
相
即
不
離
の
妙
理
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

上
人
の
歌
の
「
つ
ふ
し
み
は
」
と
は
、
十
七
条
懸
法
に
「
承
詔
必
謹
」
と
云
う
句
が
あ
る
が
、
っ
＄
し
み
」
は
こ
の
「
識
」
に
通
ず
る
も

の
が
あ
り
、
即
ち
仏
の
教
へ
に
対
し
て
疑
を
起
さ
ず
、
澄
浄
な
心
を
以
て
三
宝
に
婦
依
す
べ
き
で
あ
る
。
価
て
「
つ
つ
し
み
」
は
「
信
」
に

疏
、
金
本
疏
聴
集
記
等
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。

而
し
て
こ
の
二
櫛
の
五
行
は
、
浬
梁
経
に
「
専
心
に
五
種
の
行
を
思
惟
す
べ
し
」
と
あ
り
、
即
ち
替
藤
修
行
の
心
描
え
で
あ
り
、
こ
の
心

地
に
住
し
て
行
法
を
修
す
ぺ
し
と
の
意
で
あ
り
、
こ
の
二
随
の
「
五
行
」
は
替
擁
行
の
理
論
と
実
践
と
の
二
門
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ

ブ
や
。

大
小
乗
を
間
は
ず
仏
道
修
行
者
は
こ
の
五
戒
を
持
し
て
汀
達
進
め
、
以
て
兇
諦
即
ち
真
理
を
証
得
す
る
こ
と
か
出
来
る
と
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天
一
自
在
法
門
と
は
、
前
日
の
如
く
、
第
一
義
天
に
対
し
て
自
在
で
あ
る
。
即
ち
日
夜
仏
と
相
通
じ
、
仏
と
共
に
起
職
し
て
、
仏
の
惑
示

を
受
け
な
が
ら
「
作
仏
』
と
「
病
見
」
の
二
大
願
の
成
就
に
精
進
し
て
い
る
と
云
う
怠
味
で
あ
ろ
う
。

３
、
「
神
通
光
明
木
喰
明
満
仙
人
」

文
化
三
年
八
十
九
才
よ
り
、
文
化
七
年
六
月
五
日
入
寂
に
韮
る
ま
で
の
四
年
間
。

丹
波
淌
源
寺
、
十
六
羅
漢
由
来
記
に
云
く

「
…
…
何
年
十
二
月
十
Ⅱ
伐
那
婆
斯
尊
者
を
彫
刻
し
布
る
。
此
夜
止
人
御
夢
を
家
り
上
り
、
歓
喜
の
余
り
明
且
九
日
祝
斎
を
設
け
、
披

露
し
て
固
く
〃
昨
夜
鶏
鳴
未
だ
暁
に
至
ら
ず
、
則
東
方
灼
然
と
し
て
紫
雲
職
り
降
る
。
忽
起
し
て
塒
仰
す
れ
ば
即
ち
中
央
に
弥
陀
三
尊
来

迎
せ
り
、
尚
声
に
余
に
告
て
言
く
一
汝
が
噸
望
英
大
な
り
、
依
て
八
百
戦
の
延
寿
を
与
ふ
ぺ
し
。
其
の
名
を
改
め
て
、
神
通
光
明
、
明
満

大
智
度
論
第
一
に
「
仏
法
の
大
海
は
信
を
以
て
能
入
と
な
し
、
智
を
能
度
と
為
す
乃
至
若
し
人
心
中
に
信
清
浄
な
る
も
の
あ
ら
ば
、
是
の

人
は
能
く
仏
法
に
入
る
。
若
し
信
な
け
れ
ば
、
是
の
人
は
仏
法
に
入
る
こ
と
能
は
ず
」
と
、
又

華
厳
経
第
六
慨
首
普
隣
舶
に
「
偏
は
逆
の
九
、
功
徳
の
母
と
為
す
」
と
云
う
如
く
、
上
人
は
「
偏
」
と
「
五
行
」
と
「
五
戒
」
の
関
係
を

「
修
行
の
要
諦
」
と
し
て
、
一
首
の
歌
を
通
し
て
心
に
く
い
ま
で
に
、
卒
脱
簡
明
に
表
現
し
て
い
る
。

「
修
行
の
要
諦
」
と
‐

上
人
は
彫
刻
し
た
仏
像
の
背
に
必
ず
、
中
心
に
仏
名
を
記
し
、
災
に
左
打
向
脇
に
「
蝋
刺
安
穏
珊
束
が
、
天
下
安
楽
興
正
法
」
と
記
し
、

右
下
脇
に
「
日
本
千
体
の
内
」
左
下
脇
に
成
就
年
川
日
を
記
し
、
中
央
の
下
方
は
必
ず
「
天
一
自
在
法
門
、
木
喰
五
行
菩
薩
（
花
押
）
」

右
下
脇
に
「
日
本
千
体
の
内
」
幸

と
云
う
か
た
ち
を
と
っ
て
居
た
。

に
通
ず
る
。

「
天
一
自
在
法
門
」
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仙
人
と
号
せ
よ
』
余
忽
然
覚
鵬
す
云
云
〃
と
、

又
、
同
国
能
泉
寺
か
ら
も
、
上
人
の
儲
錫
中
の
彫
像
の
縁
起
識
か
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、

一
，
．
…
・
・
吾
は
甲
州
の
明
満
仙
人
な
り
云
云
」
と
自
ら
明
満
と
名
の
っ
て
い
る
。

惟
う
に
上
人
の
法
名
の
変
遷
に
就
て
、
推
察
す
る
に
、
こ
れ
は
直
ち
に
上
人
の
廻
国
巡
礼
の
修
行
を
通
じ
て
、
解
脱
の
境
地
に
進
ん
で
行

く
行
位
の
増
進
と
断
証
の
過
程
と
が
想
像
さ
れ
て
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

即
ち
、
峨
初
の
「
行
道
」
の
名
は
、
日
本
廻
圃
修
行
の
第
一
歩
で
あ
り
、
従
っ
て
当
時
「
三
界
雌
庵
無
仏
」
と
肩
諜
き
さ
れ
た
こ
と
も
、

そ
の
心
境
と
修
行
の
浅
深
の
度
合
を
推
し
測
る
、
尺
庇
と
も
な
る
と
忠
は
れ
る
。

行
遊
と
は
逆
を
行
ず
る
。
仏
道
修
行
者
の
意
味
で
あ
り
、
三
界
無
庵
無
仏
と
は
、
こ
の
娑
婆
の
肚
に
定
め
ら
れ
た
家
も
な
く
、
仏
も
な
い

即
ち
只
管
に
仏
を
求
め
て
一
途
に
修
行
に
励
む
ば
か
り
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
二
十
年
、
三
界
無
庵
、
廻
国
行
道
の
苦
修
練
行
の
功
に
よ
っ
て
、
仏
を
符
、
僻
り
の
一
分
を
覗
く
こ
と
が
出
来
た
、
所
謂
見
諦

の
境
に
入
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
心
．

天
一
自
在
法
門
木
喰
五
行
菩
薩
と
改
名
し
た
。
無
尽
の
法
門
を
体
得
し
て
自
在
を
得
、
大
乗
菩
薩
が
聖
行
等
の
五
行
の
法
を
専
心
に
思
惟

し
、
六
波
羅
密
の
行
、
即
ち
五
行
を
修
し
、
五
戒
を
堅
持
し
て
得
た
悟
り
の
心
境
を
現
は
し
た
法
名
で
あ
る
。

「
神
通
光
明
木
喰
明
満
仙
人
」
と
は
、
前
記
の
十
六
羅
漢
記
に
よ
れ
ば
、
夢
告
に
よ
っ
て
弥
陀
三
尊
よ
り
与
え
ら
れ
た
名
で
あ
る
。

仏
菩
薩
の
定
雑
力
に
よ
っ
て
示
現
す
る
無
砕
自
在
の
妙
川
を
云
う
の
で
あ
る
。
即
ち
・

大
雌
遮
尼
乾
子
所
説
経
第
七
に
「
沙
門
概
曇
の
神
通
行
に
六
種
あ
り
、
一
に
天
眼
通
、
二
に
天
耳
通
三
に
他
心
通
四
に
宿
命
通
弧

「
神
通
」
と
は
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二
に
光
即
明
の
意
で
、
仏
菩
薩
等
の
身
よ
り
発
す
る
光
焔
を
云
う
。
法
華
経
第
一
に
「
如
来
は
屑
間
白
遼
州
の
光
を
放
っ
て
東
方
万
八
千

の
仏
土
を
照
す
』
と
は
こ
の
事
で
あ
る
。
又
、
瑞
伽
帥
地
諭
第
十
一
に
「
光
明
に
三
靴
あ
り
、
一
に
僻
を
治
す
る
光
明
日
、
月
、
星
、

火
、
珠
等
）
二
に
法
光
明
、
三
に
依
身
の
光
明
。

法
光
明
と
は
、
其
の
所
受
、
所
思
、
所
触
に
随
っ
て
誌
法
を
観
察
し
、
或
は
復
た
随
念
仏
等
を
修
習
す
。
依
身
の
光
明
と
は
譜
の
有
情
の

自
然
の
身
光
な
り
」
と
上
人
の
光
明
は
、
法
光
明
の
意
に
し
て
、
所
謂
上
人
の
神
通
光
明
と
は
、
自
利
の
行
に
お
い
て
空
、
仮
、
中
の
三

槻
の
智
を
円
満
具
足
し
、
化
他
の
行
に
於
て
は
能
く
衆
生
の
性
欲
不
同
を
観
察
し
、
臨
機
応
変
、
応
病
与
薬
の
妙
術
に
自
在
な
り
、
と
云

ふ
意
味
に
お
い
て
弥
陀
如
来
よ
り
夢
告
に
よ
り
て
、
授
か
り
た
る
名
な
り
と
思
考
さ
れ
る
。

Ｌ
』
ｏ

大
智
度
論
第
二
十
八
に
「
菩
薩
は
五
欲
を
離
れ
て
消
涼
を
得
、
慈
悲
あ
る
が
故
に
衆
生
の
た
め
に
神
通
を
取
り
、
諦
の
希
有
の
奇
特
の

事
を
現
じ
て
衆
生
の
心
を
し
て
消
浄
な
ら
し
む
、
何
を
以
て
の
故
に
、
許
し
希
有
の
鄭
な
け
れ
ば
、
多
く
の
衆
生
を
し
て
得
庇
せ
し
む
る

こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
、
乃
至
常
に
腱
空
の
杣
を
修
す
れ
ば
避
の
時
似
ち
能
く
飛
ぶ
。
二
に
は
亦
能
く
諸
物
を
変
じ
、
地
を
し
て
水
と
な

し
、
水
を
し
て
地
と
な
し
、
風
を
火
と
な
し
、
金
を
し
て
瓦
礫
と
な
し
、
瓦
礫
を
し
て
金
と
な
し
云
云
」
、
三
に
は
諮
慨
皿
の
神
通
は
六

座
の
中
に
於
て
、
意
に
従
っ
て
自
在
な
り
、
好
を
見
て
能
く
朏
想
を
生
じ
、
醜
を
見
て
能
く
楽
想
を
生
じ
、
亦
能
く
好
醜
の
想
を
離
れ
て

播
心
を
行
ず
、
雌
を
三
樋
の
神
通
と
名
く
、
こ
の
自
在
神
通
は
唯
仏
の
み
典
す
」

と
あ
る
に
見
て
、
上
人
の
神
通
は
第
三
の
神
通
を
御
た
も
の
か
。

「
光
明
」
と
は
一
に
光
と
明
と
の
併
称
で
、
似
舎
諭
第
一
に
「
日
焔
を
光
と
名
け
、
月
星
、
火
薬
、
宝
珠
、
磁
等
の
諸
焔
を
明
と
名
く
』

に
如
意
通
六
に
漏
尽
通
な
り
。
」
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「
老
人
毎
食
米
飯
に
依
ら
ず
、
境
内
の
松
葉
を
食
し
云
云
」
と
記
し
て
あ
る
。

因
に
蕎
麦
粉
の
成
分
を
見
る
と
、
主
成
分
は
デ
ン
ブ
ン
で
あ
る
が
、
タ
ン
パ
ク
質
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
‐
Ｂ
”
一
、
ニ
コ
チ
ン
酸
も
多
く
、
栄

宝
暦
十
二
年
、
四
十
五
才
に
し
て
常
陸
岡
雑
沈
寺
住
職
、
水
食
観
海
上
人
よ
り
、
木
食
戒
を
受
け
、
附
来
「
五
職
と
埖
味
を
食
せ
ざ
る

こ
と
、
舷
に
五
十
年
な
り
、
Ⅱ
つ
肌
具
を
川
い
ず
、
寒
特
に
単
衣
、
時
変
れ
ど
も
衣
を
亜
ぬ
る
こ
と
な
し
』
と
述
べ
て
居
る
が
、
上
人
は

常
食
と
し
て
、
燕
麦
と
松
莱
を
た
べ
て
い
た
様
で
あ
為
。
即
ち
丹
波
竜
泉
寺
で
発
見
さ
れ
た
上
人
の
歌
に

「
そ
ば
き
り
や
い
か
な
る
人
の
な
が
れ
ぞ
や

よ
り
来
る
人
の
九
ぜ
ん
十
ぜ
ん
」

「
木
喰
の
そ
ば
の
こ
ど
も
に
だ
ま
さ
れ
て

ま
だ
も
う
き
よ
に
う
ろ
た
え
て
い
る
」

九
ぜ
ん
十
ぜ
ん
は
「
膳
と
善
」
を
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
「
こ
ど
も
に
だ
ま
さ
れ
て
」
は
「
誇
麦
の
粉
」
と
も
と
「
側
の
子
供
」
を
か
け

た
歌
で
あ
る
と
云
は
れ
、
上
人
が
子
供
を
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
地
域
に
残
る
口
碑
で
あ
る
、
と
云
は
れ
て
い
る
。

「
明
満
仙
人
」
と
は
、
自
他
の
二
行
を
明
か
に
満
足
し
、
そ
の
心
境
た
る
や
恰
も
苦
の
娑
婆
に
あ
り
て
苦
を
感
ぜ
ず
。
超
然
と
し
て
大
慈

悲
心
に
住
し
化
他
の
行
を
施
し
居
る
は
、
恰
も
仙
境
に
遊
ぶ
の
感
あ
る
に
よ
っ
て
、
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

故
に
十
六
羅
漢
記
に
は
「
実
に
僧
に
似
て
僧
に
非
ず
、
俗
に
似
て
俗
に
非
ず
、
変
化
の
人
か
と
思
ひ
、
狂
者
の
惑
ふ
か
と
疑
う
」
と
、
清

源
寺
十
三
世
仏
海
禅
師
は
述
べ
て
い
る
。

五
、
上
人
の
木
食
行
に
つ
い
て

又
、
竜
泉
寺
文
謝
に
は
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養
価
が
商
い
。
ソ
・
ハ
の
デ
ン
ブ
ン
は
火
熱
を
加
え
な
く
て
も
消
化
し
易
く
、
ソ
・
ハ
ヵ
キ
に
し
た
だ
け
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

ま
た
ソ
・
ハ
の
環
白
質
は
水
に
溶
け
易
い
の
で
、
汁
は
特
有
の
風
味
が
あ
り
、
ソ
・
ハ
湯
と
云
っ
て
飲
川
さ
れ
る
。
近
年
ソ
バ
に
ル
チ
ン
を
含

む
こ
と
が
解
っ
て
、
尚
血
圧
症
の
食
班
に
適
す
る
と
云
は
れ
て
い
る
と
、
文
献
に
記
し
て
あ
り
、
叉
、
ル
チ
ン
は
「
毛
細
血
符
の
も
ろ
さ

を
治
し
、
そ
の
浸
透
性
を
減
弱
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
。
特
に
放
射
線
に
よ
る
毛
細
管
性
出
血
の
治
擁
予
防
、
殊
に
脳
出
血
の
予
防
の
た

め
、
商
血
圧
患
者
の
常
川
薬
と
し
て
使
川
さ
れ
る
に
至
り
、
巡
川
に
よ
る
副
作
用
が
全
く
な
と
と
記
さ
れ
て
お
為
。

マ
ツ
？
ハ
は
一
般
の
食
川
で
は
な
い
が
、
耕
か
ら
松
雄
か
ら
造
る
。
、
シ
・
ハ
酒
」
は
強
牡
剤
と
し
て
、
一
部
の
人
耗
に
愛
川
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
上
人
が
、
水
掻
き
の
ソ
・
ハ
粉
を
常
食
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ソ
。
ハ
粉
そ
れ
自
体
に
人
体
に
必
要
な
完
全
に
近
い
栄
養
素
が
含

ま
れ
、
又
更
に
老
年
期
の
者
に
は
、
商
血
圧
の
予
防
と
し
て
雌
適
で
あ
り
、
又
剛
虫
駆
除
に
も
効
果
が
あ
る
、
と
云
わ
れ
て
お
り
、
更
に

強
壮
剤
と
し
て
の
松
葉
を
常
食
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
期
せ
ず
し
て
健
康
長
寿
の
法
に
叶
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
よ
う
。
上
人
自
身
の
体
も

勿
論
生
来
頑
健
で
病
気
を
知
ら
ぬ
樫
で
あ
っ
た
様
だ
が
、
又
以
っ
て
水
食
行
そ
の
も
の
が
、
九
十
三
才
の
長
寿
を
保
っ
た
秘
訣
で
も
あ
っ

臼
現
代
栄
養
学
へ
の
提
言

現
代
の
栄
義
学
に
お
い
て
は
、
「
身
体
の
成
長
を
促
し
、
体
力
を
保
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
炭
水
化
物
、
脂
肪
、
タ
ン
・
ハ
ク
賀
、
ミ
ネ

ラ
ル
、
ビ
タ
ミ
ン
等
が
必
要
で
あ
り
、
前
の
三
を
三
大
栄
養
素
と
云
い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
の
で
熱
鐙
素
と
も
云
は
れ
て
い
る
。
こ

の
内
、
体
の
主
要
成
分
は
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
り
、
無
機
質
は
こ
れ
等
と
違
っ
て
、
体
内
で
燃
え
る
と
云
う
こ
と
は
な
い
が
、
燐
、
カ
ル
シ

ウ
ム
の
様
に
骨
や
歯
の
成
分
と
な
る
も
の
、
或
は
赤
血
球
の
血
色
素
の
成
分
と
な
る
鉄
、
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
成
分
の
ヨ
ー
ド
の
様
に
、
蔵

は
僅
か
で
あ
る
が
不
可
欠
の
も
の
も
あ
る
。
ビ
タ
ミ
ン
は
複
雑
な
有
磯
化
合
物
で
、
食
物
中
に
雌
か
存
在
す
る
丈
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

た
様
に
も
思
わ
れ
る
。

臼
現
代
栄
養
学
寮
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欠
亡
す
る
と
他
の
主
要
素
が
充
分
に
あ
っ
て
も
、
亜
大
な
障
害
か
起
る
。
ビ
タ
ミ
ン
は
機
械
の
洲
滑
汕
の
如
さ
も
の
で
あ
論
。
」
と
し
て

人
間
の
体
を
物
質
一
辺
倒
で
割
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。

斯
う
し
た
考
へ
方
に
基
く
現
代
の
栄
養
学
が
、
果
し
て
人
間
の
身
心
の
発
達
に
万
全
の
効
朋
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅱ
本
盆
職
学
研
究
会
長
冊
沢
義
肋
氏
は
、
雌
鞭
長
寿
の
秘
訣
と
し
て
、
菜
食
主
義
を
提
唱
し
て
、
徹
背
の
測
僻
、
秤
識
が
長
寿
を
保
っ

た
の
は
、
菜
食
主
義
の
絲
果
で
あ
り
、
更
に
常
に
心
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
、
又
、
身
心
を
適
当
に
働
か
せ
る
こ

と
、
若
し
働
か
さ
な
け
れ
ば
退
化
し
て
行
く
と
云
っ
て
い
る
。

今
の
時
代
は
薬
学
が
発
達
し
、
栄
挺
剤
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
、
強
壯
剤
等
が
市
販
の
も
の
で
も
、
千
数
間
獄
顛
に
も
達
し
て
届
り
、
そ
の
服

た
君

川
人
口
は
蝋
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
病
人
は
減
ら
な
い
の
み
か
、
逆
に
墹
加
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
ゐ
。

又
、
勤
め
人
が
停
年
退
職
す
れ
ば
、
急
に
病
凱
を
起
し
、
急
激
に
老
化
現
象
が
起
る
、
と
云
う
こ
と
も
朏
々
見
聞
す
る
。
又
、
身
に
余
る

様
な
大
き
な
精
神
的
苦
揃
が
続
け
ば
体
は
衷
弱
し
、
髪
の
毛
は
抜
け
或
は
白
毛
が
ふ
え
て
、
め
っ
き
り
，
老
け
て
行
く
と
も
云
は
れ
て
お

り
、
糀
神
が
肉
体
に
及
ぼ
す
影
諜
は
微
大
な
も
の
か
あ
る
訳
で
あ
る
ｃ

又
、
人
間
は
水
丈
け
呑
ん
で
い
て
も
、
二
週
剛
や
三
週
間
は
活
き
て
お
り
、
山
で
辿
姉
し
た
も
の
か
、
食
幟
か
な
く
て
死
ぬ
者
も
あ
る

か
、
雪
を
た
べ
て
生
命
を
繋
い
で
助
か
っ
た
と
云
う
こ
と
も
聞
い
て
い
る
。

一
一

豚
ん

又
、
北
極
圏
の
エ
ス
キ
モ
ー
は
ア
ザ
ラ
シ
や
鯨
の
生
肉
の
み
を
常
食
と
し
て
お
り
、
而
も
栄
養
正
常
で
あ
り
、
体
駆
は
瀬
健
で
あ
る
。

叉
、
蒙
古
人
も
常
食
は
羊
肉
で
あ
る
が
、
栄
養
は
正
常
で
あ
る
。

右
の
事
実
か
ら
見
て
も
現
代
栄
養
学
の
示
す
、
栄
養
素
の
配
分
の
理
論
も
絶
対
的
に
信
頼
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
今
の
栄
養
学
の
理

論
以
外
に
、
不
可
思
議
な
創
造
力
が
、
人
間
の
体
の
中
に
存
在
す
る
事
も
聯
実
で
あ
り
、
又
、
人
間
の
他
康
に
は
精
神
が
大
き
く
作
用
す
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以
上
水
喰
上
人
の
十
大
願
を
中
心
と
し
て
、
思
想
信
仰
に
つ
い
て
述
べ
た
訳
で
あ
る
か
、
勿
論
上
人
の
思
想
備
仰
の
全
貌
を
尽
し
符
た

も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、
今
夏
、
文
化
財
研
究
菱
、
の
方
々
と
、
丸
畑
の
上
人
の
生
家
伊
藤
家
を
訪
れ
て
、
煙
時
間
に
溢
料
を
拝

見
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
槌
述
中
に
お
い
て
不
詳
な
耐
所
も
可
成
り
有
り
、
Ⅳ
度
調
悲
研
究
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
上
人
の
生
家
が
余
り
に

も
僻
遠
の
山
上
の
部
落
で
あ
る
た
め
に
、
仙
間
の
総
会
を
舟
ず
、
労
々
服
擶
の
〆
切
期
間
切
迫
し
、
矢
を
つ
ぐ
催
促
の
内
に
忍
々
に
ま
と

四
お
わ
り
に

る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
寧
ろ
糀
神
に
肉
体
は
左
右
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
か
妥
当
で
あ
ろ
う
。

惟
う
に
、
人
間
の
成
侭
期
に
於
て
は
、
脂
肪
、
臘
曲
、
灰
分
を
多
職
に
挟
取
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
壮
年
期
を
過
ぎ
て
、
老
化
が

現
は
れ
る
年
令
に
は
娘
食
を
小
心
と
し
た
食
餌
か
心
要
の
様
で
あ
る
『

今
の
木
吹
ｋ
人
も
、
細
衣
机
食
に
よ
っ
て
九
十
三
才
の
健
か
を
全
う
し
た
こ
と
は
、
崎
仰
の
境
地
に
安
住
し
、
冊
々
こ
れ
仏
と
共
に
在
り

と
の
紋
啓
の
心
に
湖
ち
洲
ち
て
い
た
た
め
に
拱
取
し
た
食
物
か
、
す
》
へ
て
不
可
思
縦
の
精
神
力
に
よ
り
間
彩
の
栄
養
源
と
な
っ
た
た
め
で

あ
る
と
忠
は
れ
る
。

然
し
雌
か
な
手
元
の
盗
料
を
・
北
と
し
て
、
記
述
し
て
い
る
内
に
益
々
上
人
の
偉
大
さ
に
感
激
し
Ｈ
本
の
誇
る
、
特
異
な
宗
教
家
と
し

て
、
又
、
彫
刻
家
と
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
人
々
に
理
解
し
て
戴
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
森
々
と
感
じ
た
。
特
に
物
質
至
上
主
義
の
現

代
思
潮
の
中
に
於
て
、
人
間
の
活
き
方
を
再
検
討
す
る
と
云
う
意
味
に
て
も
、
崇
高
な
ま
で
の
上
人
の
全
生
涯
の
業
績
を
紹
介
し
、
現
代

及
将
来
に
活
き
る
人
達
の
、
真
の
幸
福
を
齋
す
一
つ
の
謎
と
し
て
、
上
人
を
讃
仰
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、
機
会
を
得
て
更
に
研

究
を
深
め
、
別
な
角
度
か
ら
上
人
を
見
究
め
紹
介
し
た
い
こ
と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
。

め
た
も
の
で
あ
る
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寧
保
重
成
（
西
紀
千
七
百
十
八
年
）
。
生
地
の
甲
斐
囮
西
八
代
郡
古
関
村
丸
畑
。
姓
は
伊
滕
。
父
の
名
は
六
兵
術
。
二
脚
と
し
て
生
み
。
幼
名
不
詳
。

聯
係
十
六
亥
十
四
才
故
郷
を
出
押
し
江
戸
に
走
る
。
之
よ
り
流
浪
の
Ｈ
・

元
文
初
年
二
十
才
の
頃
役
を
符
て
偶
燕
故
郷
を
検
分
す
。

元
文
四
米
患
十
二
才
州
州
大
山
不
勤
尊
へ
参
流
し
。
子
易
町
に
於
て
興
言
宗
の
大
徳
よ
り
通
を
説
か
れ
仏
門
に
雌
す
。
七
十
年
間
の
僻
と
し
て
の

生
活
こ
の
時
に
始
ま
る
。

蝿
延
、
主
胖
年
間
凡
そ
三
十
才
よ
り
四
十
才
前
後
「
修
行
の
後
、
所
舞
の
寺
蒋
を
住
職
遡
雁
す
。
」
州
州
伊
勢
朧
を
中
心
と
し
て
関
東
に
征
り
、

修
行
の
傍
ら
悉
曇
を
学
ぶ
。

宝
勝
十
二
四
十
五
才
鮒
峠
旧
羅
瀧
寺
水
食
観
海
上
人
よ
り
木
食
戒
を
受
く
、
終
生
こ
の
戒
を
守
り
行
排
乱
れ
ざ
る
小
五
十
年
。
こ
の
年
譜
を
「
行

迩
」
と
改
め
、
三
界
無
庵
無
仏
と
称
す
。

宝
勝
十
三
未
四
十
六
才
父
六
兵
術
二
月
よ
り
七
月
迄
西
側
、
四
国
の
通
路
に
出
づ
。

明
和
七
寅
五
十
三
才
父
六
兵
術
故
郷
に
磯
す
。

安
永
二
巳
五
十
六
才
日
本
廻
側
の
大
願
を
発
し
、
二
月
十
八
Ｈ
杣
州
伊
勢
原
を
出
立
す
。
武
州
、
上
州
、
豆
州
を
廻
り
再
び
杣
州
に
入
る
。
こ
の

年
よ
り
満
願
に
至
る
ま
で
廻
国
す
る
事
二
十
七
年
間
。

安
永
寅
午
五
十
七
才
武
州
、
総
州
、
常
州
、
野
州
に
在
り
。

安
永
四
未
五
十
八
才
野
州
に
長
ら
く
籾
ま
り
再
び
総
州
、
備
州
を
廻
る
。
足
利
鋤
嬢
阿
寺
に
て
二
十
日
間
参
純
。
こ
の
年
四
月
母
故
郷
に
て
波
す
。

安
永
五
甲
五
十
九
才
常
州
の
下
妻
、
黒
子
等
に
て
百
日
参
瀧
、
更
に
奥
州
、
羽
州
に
入
る
。

安
永
六
西
六
十
才
奥
州
平
に
て
百
日
参
髄
、
江
戸
を
指
し
甲
州
に
入
り
八
月
故
郷
に
版
る
。
再
び
北
上
十
一
月
奥
州
に
戻
る
。
弟
子
白
道
従

ふ
、
白
適
も
甲
州
の
人
。

安
永
七
成
六
十
一
才
相
馬
領
を
過
ぎ
南
部
に
上
る
。
海
を
渡
っ
て
松
前
在
に
入
り
し
は
六
月
中
旬
、
こ
の
年
よ
り
江
差
に
留
る
こ
と
二
ケ
年
。
遺

作
二
体
の
こ
る
。

安
永
九
子
六
十
三
才
五
月
十
四
Ｈ
松
前
在
江
蕊
を
立
つ
。
奥
羽
、
陸
中
、
陸
前
、
磐
城
、
岩
代
を
経
て
九
月
下
旬
下
野
下
都
賀
郡
菊
沢
村
栃
窪
に

甲
斐
木
喰
上
人
年
譜
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留
ま
る
。
居
る
こ
と
凡
そ
五
ヶ
〃
、
一
堂
を
立
て
、
本
尊
薬
師
、
二
脇
士
、
十
二
神
将
を
刻
む
。

安
永
十
丑
（
天
明
元
）
六
十
四
才
二
月
廿
一
日
栃
瀧
を
立
つ
、
江
戸
を
過
ぎ
上
州
を
経
て
信
州
に
入
り
越
後
に
達
す
。
閏
五
月
廿
三
日
佐
渡
小
木
に
上

陸
す
。
こ
れ
よ
り
佐
渡
に
留
る
こ
と
四
ヶ
年
。
そ
の
間
各
所
を
遍
歴
、
仏
像
を
刻
み
番
軸
を
避
す
。

天
明
二
寅
六
十
五
才
佐
渡
械
特
山
御
堂
建
立
、
地
蔵
尊
の
こ
る
、
歌
集
『
集
堂
帳
」
起
蝋
。

天
明
四
辰
六
十
七
才
梅
津
村
に
在
り
、
背
井
村
秋
津
地
蔵
堂
建
立
。

天
明
五
巳
六
十
八
才
梅
津
村
平
沢
に
九
品
堂
建
立
、
本
尊
九
品
仏
自
刻
像
等
を
刻
む
。
五
月
十
五
日
佐
渡
水
沖
を
立
つ
、
弟
子
丹
海
堂
を
守
あ
。

越
後
を
下
り
信
州
に
入
り
上
州
、
武
州
を
経
て
甲
斐
に
戻
る
、
放
郷
丸
畑
に
入
り
し
は
九
月
中
旬
、
十
月
上
り
甲
府
九
ケ
寺

に
五
十
日
参
龍
。

天
明
六
午
六
十
九
才
甲
州
、
信
州
各
地
に
作
を
の
こ
し
伊
那
郡
に
進
み
、
濃
州
、
尾
州
上
り
飛
州
に
入
る
。
越
中
、
能
壷
、
加
澗
、
越
前
を
経
て

江
州
に
入
る
。
鋳
物
師
に
遺
作
存
す
。
統
い
て
伊
聞
、
伊
勢
、
志
摩
、
紀
伊
を
経
、
中
津
川
に
て
年
宿
。

天
明
七
末
七
十
才
西
国
諸
番
に
詣
で
泉
州
、
河
州
、
丹
波
、
京
を
経
て
再
び
江
州
、
続
い
て
大
和
の
諸
大
寺
に
詣
で
、
摂
津
、
播
摩
、
美
作
、

備
前
、
備
中
よ
り
四
国
通
路
に
進
む
、
識
岐
は
五
月
中
旬
、
予
州
、
上
州
、
阿
州
と
廻
る
。
十
月
初
旬
は
淡
路
島
。
讃
州
鬼

無
村
に
年
宿
遺
作
の
こ
る
。

天
明
八
巾
七
十
一
卜
再
び
予
州
を
経
て
海
を
渡
り
磯
後
国
佐
箇
関
に
上
為
．
四
月
什
Ⅱ
Ｈ
向
瓜
介
寺
に
満
つ
、
求
め
ら
れ
て
こ
の
勅
願
寺
の
住
職

と
な
る
。
こ
れ
よ
り
在
住
十
ヶ
年
。

寛
政
三
亥
し
十
四
才
正
月
廿
三
日
国
分
寺
炎
上
す
。
上
人
再
建
の
大
願
発
す
。

寛
政
四
・
ナ
七
十
五
才
側
分
寺
本
尊
五
御
如
来
の
彫
刻
に
蒜
手
、
各
一
丈
八
尺
の
彫
像
也
。
九
月
阿
蘇
坂
梨
に
在
り
。

猶
政
五
紐
七
十
穴
才
夏
火
月
国
分
寺
伽
驍
、
本
尊
、
自
刻
像
全
く
成
る
。
「
行
進
」
を
「
五
行
蒋
薩
」
と
改
掩
『
天
了
川
在
法
門
』
と
称
す
．

寛
政
七
卯
七
十
八
才
四
月
Ⅱ
州
を
発
し
綱
州
、
雌
州
を
経
て
熊
本
に
至
り
長
崎
に
入
愚
．
時
に
十
月
。

寛
政
八
歴
上
十
九
才
正
月
青
表
紙
「
歌
集
」
成
る
。
優
崎
を
出
て
筑
前
、
筑
後
を
廻
り
年
末
Ⅱ
向
佐
北
原
に
入
嘉
。

寛
政
九
巳
八
卜
才
休
土
原
金
納
寺
に
釈
尊
大
像
を
刻
む
、
三
月
日
州
剛
方
寺
に
販
糸
。
四
月
八
Ｎ
国
分
寺
を
去
り
再
び
一
遍
路
の
身
と
な
る
。

そ
れ
よ
り
後
幹
名
す
る
に
際
し
陞
燕
「
勅
願
所
Ⅱ
州
国
分
寺
隠
居
事
‐
」
‘
二
記
す
。
豊
後
、
豊
前
に
進
み
六
月
廿
四
刊
遂
に
九

州
為
離
れ
、
長
門
国
に
留
惑
。
こ
の
頃
よ
り
「
ｒ
体
仏
」
彫
刻
の
心
職
を
仏
体
襲
に
記
す
。
焚
弥
郡
秋
吉
村
広
谷
に
毘
沙
門

蛍
建
だ
、
本
蝋
等
彫
刻
。
秋
に
翻
り
年
末
隔
汗
村
測
何
寺
に
入
る
。
↑
尻
間
各
地
に
仏
体
を
刻
む
。
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蒐
批
十
午
八
十
一
才
噸
行
寺
に
立
木
雛
帥
を
刻
む
や
紫
稲
村
偏
盛
寺
に
入
り
大
師
像
等
作
る
。
か
く
し
て
女
儒
、
江
崎
等
を
綴
て
三
月
末
石
州
に

入
る
。
制
叢
り
し
肱
三
隅
村
正
法
寺
。
出
婆
、
仙
拝
、
囚
轆
、
侃
賜
、
丹
後
、
蒲
狭
雌
を
廻
ら
し
、
七
月
再
び
伯
脊
に
入
っ

て
こ
の
脚
に
溌
休
か
の
仏
像
を
遮
十
。
か
く
て
美
作
、
備
前
、
附
中
、
備
後
、
安
装
郡
山
陽
の
剛
く
周
防
に
入
っ
て
山
口

門
巾
郁
に
制
為
、
千
体
仏
残
る
。

蒐
政
十
一
未
八
十
二
才
中
ノ
関
に
月
余
を
送
り
三
田
尻
よ
り
舟
を
出
す
。
再
腰
の
四
圃
遮
路
始
ま
あ
。
三
沖
浜
に
上
り
順
次
に
札
を
納
め
予
州
、
識

州
、
阿
州
、
土
州
、
再
び
三
沖
浜
よ
り
舟
を
出
し
瀬
戸
内
海
を
舟
行
す
。
大
阪
に
聯
ざ
し
は
十
月
二
側
山
城
、
近
江
、
伊

勢
、
尾
披
、
翼
河
。
か
く
て
遠
州
奥
山
村
に
至
り
、
狩
楢
に
杖
を
留
む
。

蒐
放
十
二
申
八
十
三
才
狩
術
に
十
王
蛍
建
立
、
十
王
尊
琢
衣
壌
を
納
む
、
三
月
初
旬
開
眼
供
養
。
中
旬
奥
山
方
広
寺
。
悶
四
〃
堀
谷
村
再
び
十
王
尊

刻
、
五
月
森
町
、
同
月
歌
築
「
心
願
」
成
る
。
六
月
駿
州
岡
部
。
或
は
柵
昌
寺
或
は
神
入
寺
等
へ
多
く
の
作
泄
る
。
次
に
手

越
村
泉
秀
寺
、
九
月
興
津
、
中
旬
身
延
。
甲
州
西
八
代
郡
併
金
に
留
る
こ
と
を
四
十
五
日
、
薬
師
堂
建
立
、
本
尊
薬
師
如
来

像
彫
刻
。
こ
遥
に
ｎ
本
廻
澗
の
大
業
遂
に
満
願
。
十
月
晦
刷
故
郷
丸
畑
に
噸
る
。
年
末
丸
畑
永
寿
庵
本
尊
五
智
如
来
刻
。

寛
政
十
三
（
卓
和
元
）
八
十
四
才
正
月
釜
額
長
沢
寺
本
尊
阿
弥
陀
如
来
作
。
二
月
大
願
を
発
し
、
丸
畑
に
四
国
堂
の
逮
立
及
び
八
十
八
体
仏
の
彫
像
を

志
す
。
刀
を
執
り
し
は
三
月
八
日
、
納
め
し
は
十
一
月
晦
日
、
大
願
成
就
。
十
三
人
講
中
出
で
上
人
を
援
助
す
。

享
和
二
皮
八
十
五
才
正
月
四
刷
蝋
竣
成
。
二
月
開
眼
法
会
、
同
月
「
四
国
堂
心
願
鏡
」
及
び
「
倣
悔
経
諸
鏡
」
起
草
。
三
月
故
郷
を
発
劣
信
州
に

入
あ
。
帥
紡
郡
僅
地
村
に
瀞
ま
り
刀
を
執
る
。
上
州
に
入
り
年
末
三
圃
峠
を
越
え
越
後
に
入
為
。

享
和
三
亥
八
十
六
才
正
月
「
心
願
歌
集
」
成
為
。
三
〃
「
木
吹
浮
世
風
流
和
讃
」
成
為
。
四
月
越
後
古
志
郡
東
山
村
小
柴
山
に
留
ま
る
。
六
月
同

所
観
音
堂
本
尊
三
十
三
体
仏
彫
像
に
か
、
ろ
。
八
月
成
就
棚
眼
。
十
月
北
魚
沼
郡
今
泉
典
福
寺
。
後
再
び
小
柴
山
に
戻
轟
。

卓
和
四
子
（
文
化
元
）
八
十
七
才
三
月
小
出
町
脈
円
寺
。
四
月
刈
羽
郡
上
小
岡
村
太
郎
丸
呉
椛
寺
二
天
尊
の
大
作
成
就
。
五
月
下
旬
三
島
郡
関
脈
村
白

臘
繁
生
寺
に
入
為
。
六
七
両
月
三
十
三
体
仏
作
。
八
月
下
旬
刈
羽
郡
鮒
禰
村
西
野
入
安
寺
に
留
ま
る
。
九
月
十
月
同
寺
に
て

三
十
三
体
仏
作
。
隣
村
旧
尻
村
安
Ⅲ
烏
越
大
間
堂
本
尊
作
。
十
月
下
旬
枇
杷
脇
村
沢
田
に
入
り
十
王
堂
池
立
、
十
王
噂
そ
の

文
化
二
孔
八
十
八
才

他
作
為
。

正
月
大
洲
村
洞
裟
寺
の
為
逆
元
禅
師
像
作
。
二
月
中
頚
城
郡
米
山
村
大
消
水
大
呆
寺
に
入
為
。
真
言
宗
開
祖
弘
法
、
興
教
大

師
像
、
立
木
地
職
等
刻
す
。
三
月
下
旬
東
頚
城
郡
保
倉
村
大
平
大
安
寺
に
入
あ
。
十
六
繩
淡
、
米
寿
自
刻
像
等
作
る
。
熊
谷

を
経
て
刈
羽
郡
耐
浜
村
椛
谷
販
ノ
下
観
音
堂
に
十
三
仏
を
刻
む
、
六
月
也
。
後
、
三
島
郡
に
入
り
賑
じ
て
八
月
南
魚
沼
郡
に
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文
化
三
寅
八
十
九
才

文
化
四
卯
九
十
才

文
化
五
辰
九
十
一
才

文
化
七
午
九
十
三
才

入
る
。
九
日
町
、
塩
沢
町
そ
の
他
各
地
に
多
く
の
遺
作
を
の
こ
す
。

再
び
三
国
峠
を
経
て
上
州
に
入
り
し
と
党
ゆ
。
四
月
信
州
諏
訪
郡
に
入
る
。
八
月
故
郷
に
あ
り
。
秋
十
月
、
丹
波
園
船
井
郡

畑
中
村
清
源
寺
に
留
ま
る
。
十
二
月
十
日
未
明
霊
夢
を
感
じ
こ
の
日
以
後
「
神
通
光
明
、
明
満
仙
人
」
と
号
す
。
十
一
月
廿

七
日
弟
子
丹
海
佐
渡
に
殺
す
。

三
月
丹
波
国
船
井
郡
高
原
村
窟
田
竜
泉
寺
に
釈
迦
、
阿
雌
、
迦
葉
の
三
尊
を
刻
む
。
併
び
に
九
十
才
自
刻
像
、
同
月
下
旬
摂

津
国
川
辺
郡
中
谷
村
に
入
る
。
阿
古
谷
毘
沙
門
堂
、
北
田
原
東
光
寺
等
に
廿
数
体
の
仏
像
を
遺
す
。
秋
再
び
信
州
諏
訪
に
入

三
月
甲
州
善
光
寺
に
大
幅
阿
弥
陀
如
来
を
画
く
。
四
月
中
旬
甲
府
市
教
安
寺
に
七
観
音
作
る
。
（
之
以
後
の
事
跡
未
詳
）

六
月
五
日
寂

（
こ
の
年
譜
は
柳
宗
悦
著
木
唯
上
人
「
木
喰
五
行
明
満
上
人
年
譜
」
に
よ
る
）
完

る
③
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の追求の極限において、鮫もabstractな人間の桁神世界を模索するものと

なって居り、それは、彼の虚無の文学がやどす、悲願の世界と云えよう。
④

（39． 10． 20）

識①ヘミングウェイ研究石一郎著（南雲堂)P108

②ヘシングウエイの死観の展|胴（36回英文学会紀要）滝川元男

③上掲（ヘミングウェイ研究)P170

④上掲（英文学紀要）
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theewhereverthougoest・Understand？

Thouwiltgonow. rabbit.Butlgowiththee.

Aslongasthereisoneofusthereisbo上hofus.

Doyonunderstand？

（我々は、 もうマドリードへ行かない。が僕は、君･の行くところは、何

処へでも行くよ。分るかい。兎さん、 さあ出かけるんだ。が、僕は、君の

側を離れない。二人の中一人が居る限り、二人も、そこに居るのだ◎分る

かい。） こうした、人間生存の宿命と、悲劇に、作者は又よるぬくので

ある。こ＄に又20世紀の病める現実が有ると云える。そして、 ‐マリーアも

又、常に、人間の心奥に剛l減しながら、永遠に澗えない象徴の女性と云え

よう。
命）
･一三

そして又、 Ifwewinherewewillwinevervwhere.

（もし、我々が、こ、で勝利を得るなら、我々は、到る処で勝利を得る

だろう。）

と云ふジヨーダンの瀕死の表白に、個人の運命が、全体の連命に結びつ

く事を見るのであり。ジヨーグンの瀕死は、苦るしい現実の'1:'で、ひたす

『,生きようとする再生の精神を示して居ると思う。この再生の糀神が1IIX.

の郷愁となって喪はれると云えよう。

一一

以上、ヘミングウェイの作品に見られるIIIについて、主なる作IW!を通し

て、大略を述べて来た次第であるが、要するに、彼をして、 I｣lへの郷愁と

怖・隙を起させるものは、原始的愛備えの続慌と、 20世紀の芳しい現実にj桃

え、再生を信じて、進まうとする輔神であると云えよう。

そして、彼のII.Iえの郷愁は、現代アメリカ文学における疎外覚識、孤独

の党識と相通じるものと考えられる。

結局ヘミングウェイの文学は、 ］･ealthingの追求から生れながら、そ
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で、休暇をもらって、折から動乱のスペインに渡った。共FII政府の我男砿

に参加して、ケリラ活動をやって居る。特務機関長ゴルス(GoIz)から、

橘梁爆破を命ぜられて、バプロー味に、道案内をさせる。バフローー･味は、

III腹の洞穴にII!;住して居た.，

此処で、 ジヨーダンの前に現はれるのは、 19才のえぺイン女マリーア

(Ma'･ia)である。一・目見て、 ジヨーダンは、美人だと思った。

援助を求めて、親分サンチヤゴの山塞を訪れた帰途、間服のヒースに

て、 ’11膜の雪を背峨に、 ジヨーダンとマリーアとの、爽快な恋愛風紫が腱

州する。その折の状態をlj(文より引用すると、

Theywereboththere,Timehavingstoppedandfelttheearth

moveoutandawayfromunderthem.

（彼呼晶人'よ、そこに居た、時間が静止し、たx大地が動き出し、彼等.孟

人から抜け出していく様な感じだった。）

：人ペイン女マリーアに、作者は、原始的愛情を見ると考えるが、それを

示すものとして、次の文を引用すると、

′1,houhast刀oneedtokiss.

Yes, Ihave, iflamtobe･thywomanlshoujdpleasethee in

allways.

“･キメをする必要はないのだよ）

（え卜、けれど、 しますわ。私があなたの女になれるなら、 どうしても

あなたを、灘ばしたいの。）

ジョーダンも、 ‐雨'リーアも、別れねばならない悲劇か、発生す

戦利あらず、ジヨーダンは、逃走の途中負傷する。

次の様な言葉を残して、愛するマリーアと別れるのである。

WewillDotgotoMadridnowbutIgoalwayswith
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そして、
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に、ハリーに会った、それ故、彼女は希望を捨てまいとする純粋さが有つ

たのである。

即ち、旧友の飛行機が単座のため、ハリーだけ乗って、嵐を突き抜け、ア

フリカ平原の空を、 キリマンジャロの山頂目ざして飛ぶのである。 しか

し、実際には、その山頂に、迷つする事が出来ず死んで行くのである肉し

かし死を感じた瞬間に、死の重みと、死の恐怖は、消えて居たのである、

所謂、死をくぐる事により、二次元の生を､I聯示しようとしたと云えよう。
①

作者の気持は、 ノ、リーの気持ちであったと云へる。即ち、キリマンジャ

ロの山頂の如き清潔な、明るい所を、求めなければならない程、地上に於

ては、虚無と絶望に落ち入って居たと云えよう。しかし、現実の苦揃に堪

え、再生を信じて、 「一頭の死せる豹」となって、師く不滅の雪の上に、

横たわる事を、信じようとしたのである。

それは、人間の権威を、キリマンジャロの111頂に繩かす、ハリーの映像

となって、結実されるのである。
②

猶、このサブタイ トルの大略を述べると、 「キリマンジャロは、高度

19710沢、雪に覆われた山で、 アフリカ肢高の111である。その西の頂は、

神の家と呼ばれる。その頂のすぐ・近くに、干からびた、凍った豹の死骸か

ある。

そんな高所で、豹が何を求めていたのか、雛も説IﾘIしたものがない。」

結局、その豹の行動を説明出来るのは、作者自身と云へよう。死んだ豹

の魂は、生きるヘミングウェイを不滅のH.li所へ、 111脱へと走らせたのだと

云えよう。

終に、 「誰が為に錘はI鳴る」 (ForWhomTheBellToUs)を通して

、考えて見ると、

主人公ロバート、 ジヨーダン (RobertJordan)は、アメリカの青年
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即ち、次の言莱を脱文,kり引jlけると、

Theyarethedamnedwomen, reallythedamnsd.-She'sdamn

cruelbutthey'reallcruel.Theygovem,ofcourse,andtogovern

onehastobecruelsom9timas．即ち

（彼辱は、ひどい女性である、全くひどい女性である。彼女は、残酷であ

るが、彼等（アメリカ女） ’よ、皆洩11%である。刎諭、 彼等は、夫を支配

し、又支配する為には、時々残酷にならざるを得ないのである。）

‐上の言は、英人ウィルソンの筒莱として、述べられて居るが、結局、作

者の、アメリカ女への1<i,;.を、炎はしてl,llると云え,l: ･)、その為に、作荷

は、マーゴツトに､ドヌ(て、炎迦行為をさせるのである。

次の日、水牛狩に出かけ、三猟に命I I Ijiiiを浴びせたマコーマーは、非常

な幸福感を覚えた。こうした行動により、マコーマーは、男文(を得て、再

生しようとするのてあるJ

その再生の希望に燃えるﾉ割.二、妾のマーゴツトは、祝隔を与えたであろ

うか、事実は反対であり、終りに手傷を受けた水牛か、 ‐､｡コーマー{こ向っ

て、襲いかLろうとした暁|M1、要は、背後の自動j=|[から、夫に向って発砲

したのである。アメリカ女の妻は、自身の破滅を守るために、岐後の手段

を、取ったのである、

マコーマーは、蝿かい生涯であったが、作者は、醐凱と1'i生を信じて進

んで行くのである。そして、そのWi榊が、 lllへの郷愁と変ると思うのであ

る。

次に「キリマンジャロの･醤」 (TheSnowsofKiliman-jaro)に就

て考えて見ると、

小説家ハリーは、スキーベ，狩猟など、野外運動を愛した。戦争にも参加

した。過去の人生を反有して、絶望感に落ち入り、再生を目ざして、アフ

リカに来たと云う設定である。妻も人生に退屈し、孤独を感じて居る時
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終りに、不能者ジエイのグ腕に戻り、 きらめくマドリードの街に出て行

く…･･･即ち､こLに作者の、苦しい現実に堪え、20世紀の巡命に対決

しながら、喘ぎ喘ぎ再生の道を歩まうとする姿を見るのであり、その姿の

中に、又山地への競悌と郷愁の念があらわれて来ると云えよう。

次に作者の原始的愛情にひかれる原因をつくった不信のアメリカ女、マ

ーゴツ!､を主役とする作品、 「フランシス、 ‐､．コーマーの短かい幸福な生

涯」 (TheShortHappyLifeofFrancisMacomber)に就て述べて

見よう。

場所は、アフリカで、登場人物は、 フランシス、妻マーゴツI、 (Marg
一.

Ot)、英人狩猟家ロバート、 ウィルソン(RobertWilson)である。フラ

ンシスは、臆病者であり、結局人間の恐怖本能を、彼によって現はそう

と、作者はしたと云えよう。 しかも、 フランシスか、アメリカ人と云う点

に、作者は、自身の経験を、 もり込もうとしたと忠はれる。即ち、ライオ

ンの地嘩を、 キャンプの近くで耳にして、二人は朝早く、 自動車で出かけ

た。銃に安全装瞳を施す彼の手は、すでにふるえた。川上の岸にライオン

を認め、引金をひいたもの、、マコーマーは、安全装髄をかけたまLであ

った。や='と発砲したもの、、殺す事が出来ず、 ライオンは、草むらにか

くれた。追跡して、恐る恐る入ると、前方35ヤードからライオンが、陰l)

声を上げて、突進して来た。マコーマーは、狂凱のように、反対の川岸に

逃げ出した。 |臆病者の正体を総露したのである。この事件の後、妻のマー

ゴツトは、夫を雌蔑し、その夜ウィルソンと通じた。マーゴツトは、典型

的なアメリカ女であり、結婚して11年になり非常な美貌であった。マコー

マーは、彼女を愛して居り､離れる事は出来ない。妾の方も､彼が莫大な富

が有るので、去らないで居る。こうした夫婦関係を、作者は、設定して居

るのであり、その妻の-マーゴツトを､作者は､するどく批評するのである。
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ain'tanythingtodo:afterwhilel' llmakeuI)mymindtogoout.''

こうした地上に於ける苦しい現実に堪え、新生と復活を望もうとする#I$i

神が、非現実的、原始的ムードを持つ、 lllへの郷愁となってあ『,#〕れろと

考える。

更に作品「陽は又昇る」 (TheSunAIsoRises)に就て考えて見るな

らば、先づ、ジエイクとその友人のピルが、コーンをぼき去って、ピレネ

ー山地への魚釣旅行を試みる幸福に満ちた次の文が有る。

Itwasabsechwoodandthetreeswereveryold.Theirroots

bUlkedabovethegrolmdandthebranchesweretwisted.We

walkedontheroadbetweenthethicktrunksoftheoldbeeches

andthesunlightcamethroughtheleavesinlightpatcheson

thegrass.

Thetreeswerebig,andthefoliagewasthickbutitwasnot

gloomy･Therewasnoundergrowth,onlythesmoothgrass,

verygreenandfresh,andthebiggraytreeswellspacedasthough

itwereapark. !Thisiscountly.'Billsaid.(Chap. 7)

その山地は、新鮮で幸福感に満ちている。マスを釣り 、野外で食事を取

り､小説を読んだりして楽み、実に清潔な世界である。

しかし、地上には、病める現実がある。先づ性的不能者ジエイクが居

る、彼には、何一つ実るものはない。そして女主人公ブレツトが居る、彼

女は、酒場から酒場へと渡り歩き、男から男へと移り、実らぬ恋に身を判：

しめ、不信と空虚の中を枕礎するのである。彼女をそうさせた背後には、

戦争が有り、 20世紀の現実があった。闘牛師ロメロに心ひかれたのも、

自己の不信から脱却して、再生しようとした為と言えよう。しかしロメロ

を、男の世界に戻し、自ら去って行くのである。
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IfpeoplebringsomuchcouragetothisworldhastokiUthem

tobreakthem,soofcourse,itkillsthem.theworldbreaksever-

yoneandafterwardmanyarestrongatthebrokenplaces.But

thosethatwillnotbreakitkills. Itkillstheverygoodandthe

verygentleandtheverybraveimpartiany.Ifyouarenoneof

theseyoucanbesureitwillkillyoutoobuttherewillbeno

specialhurry.-Chap.34即ち、 （人間が、この世に余り多くの勇気を

持って生れて来ると、世の中は、それ等の勇気を、つぶす為に、彼等を殺

さねばならない。そこで勿論、殺してしまう。世の中は、誰でもつぶして

しまう。そして、そのつぶされた場所で、其後多くのものは、強くなる、

屈しないものを、世の!1'は殺す。其れは、非常に善良な、非常に静かな、

非常に勇敢な人々を平呼に殺してしまう。もし、君が、その人々のいずれ

でもないとしても、必ず、君も又殺される。しかし、すぐ殺されると云う

分ではない。）

又地上に於ける戦傑と、非'暗に満ちた現実の姿をえがく、名作「殺人

者」 (TheKillers)に枕て考えて見ると、原文を引用するならば、狙わ

れているOleAndresonと主役Nickの会話である。

6@Theonlythingis'',he(OleAndreson)said,talkingtoward

thewall, @IJustcan'tmakeupmymindtogoout, Ibeeninh-

ereallday.′'，

Nick： ‘‘Couldn'tyougetoutoftown？，，

@@No,''OleAndresonsaid． 0@I'mthroughwithanthatrunnmg

around.''Helookedatthewall.

6!Thereain'tanythingtodonow.''

‘‘Cou〕dn'tyoufixitUpsomeway？，，

"No,Igotinwrong.''Hetalkedinthesameflatvoice.@@征､here
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て、この死を早めるものに、戦争が有り、次に病父(と苫しい現実がある同

「武器よさらば」の'1'の戦争忌避の文を引用すると、

‘Howyoulikethisgoddamwar？，

!Rotten! '

!Isayitisrotten.JesusChrist,Isayitisrotten.'一Chap. 7.

更に、There isaclassthatcontrolsacountrythat isstupid

anddoesnotrealizea刀ythingandnevercan.Thatiswhywe

havethiswar./-Chap.9

（国を支配して居る階級なんて、おろかで、何も分っていないし、又決つ

して分らない，その為に、我々は、こんな戦争をやっている。）

又ヘンリーは次の様に述べて居るっ

IwasalwaysembarrasedbythewoIPdssacred・ gloriousand

sacrificeandtheexpressioninvain.-Chap.27

（私は、神聖、光栄、犠牲、そして無益な表現に、いつも当惑した、 ）

次にカポレットの総退却(TheRetreatfromCaparetto)に於て、兵士

の口から出る言葉である。 06Downwiththeofficar・ vivaLaPace!

We'regoimghome! ''即ち、 （将校共を倒せ。平和万才だ、我々は、

故郷に帰れるんだ｡ )

次に病気と、妃の幻彩に追はれる苦しい現実が有る。

先づ、入院中のキヤサリンの言葉がある､即ち I'mafraidofthe

rainbecausesometimeslseemedeadinit…Andsometimes

Iseeyoudeadinit.=Chap.19

（雨に打たれて、蝿んでいる自分の姿が見えるから、雨かこわいの。…

それに時々、あなたか|§ljの中で、死んでいる姿が見えるの．…･)

後にスイスに、 IIMIIIしたものL、終に、キヤサリンも、死児を生み、 I41

r)も死んで行くのて．ある．胆に、ヘンリーの言葉を引用するならば、
｡
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liJ訳するならば、 「私は北方に向って、 ___:つのlll脈を眺ケ)た。雪線まで

背く黒く、そして大陽の光に}‘{〈美しかった《，道がlll縦に沿ってI竜って行

くのにつれ、私は三番目のlll脈や、白唖の様に白くヒダがつき、異様なmi

力有る更に高い山々を眺めたゴすると此等のI II々の彼方に、 目を凝らして

も見分けにくいlll々が有ったっ 」 ・

重傷を負い入院したヘンリーを訪れた従軍僧が、又「山地」の様子を語

ると、ヘンリーの心には、又「山地」えの郷愁がわいて来るのである。そ

して従取静謹揃キヤサリソとの恋愛は、 III地えの郷愁と共に、次第に強

く、純粋なものに移って来ると考えられる。即ち、彼は、 lll地の溝澄を述

べる邸に,kl)、恋愛の純潔化を『kl)強調しようとしたと思われる。 「フラ

ンシ･人、 ‐ﾏｺｰｰｰく'一の短いや柵な'1皇涯_lのII'の-,'一コ． シl､の様な、アメリ

カの女に、彼は、失望して勝たと思はれる，それで外II1人である「陽はま

た昇る」の英国人プレ ･y l､ ， 「武器よさらば」の災|刊人キヤサリン、 「誰

がために鋺は鳴る」の入ベイン人マリーア等の様に、献身的に男性に奉仕

する原始的愛情に生きる此等女性に、心ひかれたと思う。即ちヘミングウ

ェイの、原始への郷愁が、 そこに見られるのであl)、 その心か、彼をし

て、原始的ムードを持つ山への郷愁となってあらはれると考える。次に山

への郷愁をさそう他の原因を考える時、そこに、 1)jめる20世紀の現実があ

る。人生とは、彼に取っては、一つの悲劇にすぎないのであり、幸福と云

う様な事は、彼には、考えられなかったのである。恋愛に於ても、彼はそ

の中に、 た瞳純粋なものを、求めよ-)としたのである｡ llljち、 「午後の

ｹE｣ (DeathintheAfternoon)の中て、次の様に述べて居る。

lftwopeopleloveeachoth9rtherecanbenohappyendtoit.

（:人.の人間か、互に愛するならば、幸福な結末などあl)えない〈, ）

これは、人間を強く紬びつIIる恋愛も、 _ _:人がｹに,kって離れる運命に

ある以上、結局悲しい巡命にあり、悲劇てあると考えるのである。そし
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ヘミングウェイに於ける

「山｜ について

孝大森

AboutTheMountains inHemingway
T・Omori

ヘミングウェイの作品l.ZIよ「|｣ I｣ (.三ついて、 しばしば述べられて居る

か、それは作者の再生の精神を象徴して勝ると云えよう‘では山が、如何

なる形で、如何なる原因で述べられて居るかについて、主なる作品を通し

て考えて見たいと思う｢

－

一一一一一一一一一

「武器よさらば」 (AFarewelltoArms)に於て、幸福即ちベイカ

ーの述べる「家郷的概念」は、 I II地に於ける滴い乾いた空凱、 』I良和、愛

情、健康、神の意識等に関係している;，猫主役ヘンリーのIIIを眺める時の

文を引用すると、

Ilookedtothenorthatthetworangesofmountains,green

anddarktothesnow-lmeandthenwhite,andlonelyinthe

sun.Then,astheroadmountedalongtheridge,Isawathird

rangeofmountains,higllersnowmountains,thatlookedchalky

whiteandfurrowed,wirhstrangeplanes,andthentherewere

monntainsfaroffbeyondallthese, thatyoucouldhardlytell

ifyoureallysaw.-(chap.8)
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各
地
の
同

窓
生
・
校
友
諸
贋
の
御
支
援
に
ｋ
り
、
逐
次
、
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
工
邪
の
蒲
手
ま
で
に
、
も
う
・
と
息
と
云
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
お
り
ま

す
の
で
、
上
り
一
肘
の
御
尽
力
を
御
願
い
致
し
ま
す
。

▽
次
に
、
昨
年
の
末
、
十
二
月
二
十
一
冊
に
、
小
学
教
授
と
し
て
永
年
教
鞭

を
執
っ
て
お
ら
れ
た
聴
川
義
遜
博
士
が
、
遷
化
な
く
一
れ
た
し
た
。
先
生
は
宗

門
の
内
外
に
於
て
も
群
橘
な
学
背
と
し
て
知
ら
れ
、
「
宗
学
概
論
」
や
「
日

辿
聖
人
の
坐
涯
」
等
そ
の
他
に
も
右
橘
な
蕃
沖
を
残
兎
」
れ
、
特
に
「
法
準
教

学
史
の
肝
究
」
は
学
位
論
文
と
し
て
、
肢
も
代
掻
的
な
杵
述
で
あ
り
、
既
に

本
学
出
版
部
ｋ
り
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
半
ば
も
と
ｋ
り
宗
門
に
と
っ

て
も
、
実
に
惜
し
い
先
雅
を
失
い
ま
し
た
。

▽
生
前
中
か
ら
の
先
漉
の
ご
怠
志
に
上
り
、
そ
の
蔵
将
「
塩
川
文
叩
」
は
、

本
学
の
図
諜
館
に
寄
伽
き
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
樫
、
図
岱
の
搬
入
が
完

了
し
ま
し
た
。
永
く
図
諜
館
に
保
存
し
、
研
究
・
調
査
の
衝
料
と
し
て
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

▽
先
号
に
於
て
、
本
誌
創
刊
号
よ
り
の
「
目
録
」
を
付
し
ま
し
た
の
で
、
御

利
用
下
さ
い
。
尚
本
誌
は
、
会
員
制
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
費
未
納

の
方
は
よ
ろ
し
く
完
納
な
さ
れ
ま
す
よ
う
御
協
力
を
お
願
い
中
上
げ
ま
す
。
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