
兼

好

と

往

生

欝

は
じ
め
に

斎
藤
措
衛
氏
は
『
徒
然
草
』
（
ア
テ
ネ
文
庫
・
昭
2
9
刊
）
の
な
か
で
、
「
兼
好

は
、
阿
瑚
陀
纏
に
あ
る
凹
満
無
欠
で
自
由
安
無
な
柘
欒
世
界
の
如
き
が
人
間
の

来
世
に
客
観
的
に
あ
る
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
告
、
兼

好
の
柘
欒
観
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
色
々
の
髄
反
か
ら
こ
の
婆
婆
（
現
世
）

の
中
に
、
寂
光
土
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
も
の
ら
し
い
］
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
出
家
遁
世
者
兼
好
の
筆
に
な
る
「
徒
然
草
」
の
側
面

を
映
し
出
す
、
注
意
す
べ
き
発
言
で
あ
る
。

「
徒
然
草
」
を
「
後
世
」
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
先
の
よ
う
な
意
見
を
い
だ

く
の
は
、
な
に
も
斎
藤
氏
一
人
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
研
究
者
が

直
感
し
て
い
る
も
の
で
、
近
く
は
三
木
紀
人
氏
も
「
徒
然
草
」
の
三
十
段
に
触

れ
、
「
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
「
極
楽
往
生
」
な
ど
の
用
語
に
示

さ
れ
る
よ
う
な
死
後
へ
の
幻
想
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
近
世
者
の
世

界
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
兼
好
の
死
生
観
に
は
、
そ
の
よ
う
な
空
気
を

生
き
る
者
ら
し
い
と
こ
ろ
は
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
段
か
ら
も
無
に
始
ま
っ
て
無

に
帰
っ
て
行
く
人
間
存
在
へ
の
諦
観
に
は
ほ
ど
遠
い
悲
し
み
の
情
は
感
じ
ら
れ

る
が
、
そ
れ
を
通
用
の
思
想
に
よ
っ
て
納
得
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
見
ら
れ
な

稲
　
田
　
利
　
徳

い
］
　
（
『
徒
然
草
』
H
仝
訳
注
、
講
談
社
学
術
文
庫
・
昭
5
4
刊
）
と
さ
れ
る
。

私
も
こ
れ
ら
の
意
見
を
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
を
さ
ぐ
る
こ

と
は
、
案
外
「
徒
然
草
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
を
醸
成
さ
せ
た
源
泉
を
く
み

あ
げ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、
「
徒
然
草
」
を
「
後
世
」
の
立
場
か
ら
眺
め
、
兼
好
の
往
生
観
や
往

生
語
に
対
す
る
思
念
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

．

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
徒
然
草
」
を
絡
い
て
み
て
、
ま
ず
不
審
に
思
う
の
は
、
出
家
遁
世
者
が
「
つ

れ
，
′
ド
1
な
る
ま
ま
に
」
む
き
記
し
た
も
の
に
し
て
は
、
「
往
生
」
と
い
う
用
語

の
使
用
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
時
の
遁
世
者
や
僧
侶
に
と
っ
て
、
来
世
の
極
楽
往
生
と
い
う
こ
と
は
重
大

な
関
心
事
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
「
徒
然
革
」
に
は
、
次
の
二
段
に
「
往
生
」
な
る
用
語
が
で
て

く
る
に
す
ぎ
な
い
。

成
人
、
法
然
上
人
に
、
「
念
傍
の
時
、
陸
に
お
か
さ
れ
て
行
を
怠
り
侍
る

事
、
い
か
ゞ
し
て
こ
の
障
り
を
止
め
侍
ら
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
「
目
の
醒



め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念
併
し
給
へ
」
と
谷
へ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
尊
か
り
け

ヽ

　

ヽ

り
。
ま
た
、
「
往
生
は
、
一
定
と
恩
へ
ば
一
定
、
不
定
と
恩
へ
ば
不
定
な

り
」
と
言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
尊
し
。
　
　
　
　
　
　
（
第
三
十
九
段
）

老
来
り
て
、
始
め
て
道
を
行
ぜ
ん
と
待
つ
こ
と
な
か
れ
。
古
き
壊
、
多
く

は
こ
れ
少
年
の
人
な
り
。
（
中
略
）
人
は
た
ゞ
、
無
常
の
身
に
迫
り
ぬ
る
事

を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
、
束
の
間
も
忘
る
ま
じ
き
な
り
。
さ
ら
ば
、
な
ど

か
、
こ
の
世
の
揺
り
も
薄
く
、
併
道
を
勤
む
る
心
も
ま
め
や
か
な
ら
ざ
ら

ん
。「

菅
あ
り
け
る
聖
は
、
人
来
り
て
自
他
の
要
事
を
い
ふ
時
、
答
へ
て
云
は

く
「
今
、
火
急
の
事
あ
り
て
、
既
に
朝
夕
に
迫
れ
り
」
と
て
、
耳
を
ふ
た
ぎ

ヽ
ヽ

て
念
供
し
て
、
つ
ひ
に
往
生
を
遂
げ
け
り
」
と
、
符
林
の
十
因
に
侍
り
。
心

戒
と
い
ひ
け
る
聖
は
、
あ
ま
り
に
こ
の
世
の
か
り
そ
め
な
る
事
を
恩
ひ
て
、

静
か
に
つ
い
ゐ
け
る
こ
と
だ
に
な
く
、
常
は
う
ず
く
ま
り
て
の
み
ぞ
あ
り
け

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
十
九
段
）

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
両
段
と
も
に
、
「
往
生
」
と
い
う
用
語

を
兼
好
自
身
が
積
極
的
に
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
第
三
十
九
段
の
場
合

は
法
然
上
人
の
会
話
の
中
、
第
四
十
九
段
で
は
「
符
林
の
十
因
」
　
（
往
生
拾

因
）
　
の
引
用
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
兼
好
は
往
生
と
い
う
用
語
を
「
徒
然
草
」
で
一
度
も
使
用
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
。
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
存
在
す
る
こ
と
と
と
も
に
、

見
逃
し
得
な
い
現
象
で
あ
る
。

し
か
も
、
先
の
両
段
も
、
筆
者
が
「
往
生
」
そ
の
も
の
に
、
深
い
感
動
を
催

し
て
引
用
し
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
第
三
十
九
段
で
「
尊
し
」
と
感
嘆
し
て

い
る
の
は
、
法
然
上
人
の
、
念
仏
に
対
す
る
攣
っ
余
地
の
な
い
信
念
の
披
超
に

注
，
一

対
し
て
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
四
十
九
段
は
、
「
往
生
拾
因
」
の

伝
聞
、
有
望
。
念
仏
名
業
。
専
倍
寸
分
バ
若
人
来
謂
眉
他
璧
男
聖
人
陳

レ

　

　

　

　

　

　

　

レ

　

　

　

．

二

　

一

　

　

　

　

　

　

二

日
。
今
有
火
急
事
。
既
病
於
日
甥
逓
耳
念
仏
。
終
得
往
生
。

二

　

　

一

　

　

　

二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ニ

　

ー

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
往
生
拾
因
」
が
、
あ
く
ま
で
往
生
を
遂
げ
た
こ
と

に
主
眼
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
徒
然
草
」
で
は
、
常
に
無
常
が
我
が
身
に
迫
っ

て
く
る
こ
と
を
片
時
も
忘
れ
な
か
っ
た
人
物
へ
の
感
嘆
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
徒
然
草
」
に
よ
る
限
り
、
兼
好
が
「
往
生
」
と
い
う
こ

と
に
、
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
形
跡
は
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
臆
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
往
生
」
と
相
即
す
る
「
念
悌
」
な
る
用
語
を
と
り
あ
げ
て

み
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
念
悌
」
な
る
用
語
は
、
先
に
引
用
し
た
、
三
十
九
段
、
四
十
九
段
に
も
み

え
る
が
、
と
も
に
兼
好
の
言
説
中
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
に

は
、
百
十
五
段
の
「
宿
河
原
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
ぼ
ろ
7
1
多
く
集
ま
り
て
、
九

ヽ
ヽ

品
の
念
偶
を
申
し
け
る
に
」
や
、
二
百
二
十
二
段
の
「
弟
子
ど
も
、
『
い
か
に

ヽ

　

ヽ

か
く
は
申
し
給
ひ
け
る
ぞ
。
念
傍
に
勝
る
事
候
ふ
ま
じ
と
は
、
な
ど
申
し
給

は
ぬ
ぞ
』
と
申
し
け
れ
ば
」
に
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
も
、
兼
好
が
直
接
使
用
し

て
、
念
仏
に
価
値
を
付
与
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
百
二
十
四
段
の
、

是
法
々
師
は
、
浄
土
宗
に
恥
ぢ
ず
と
い
ヘ
ビ
も
、
堕
匠
を
立
て
ず
、
た
だ

明
春
念
悌
し
て
、
や
す
ら
か
に
世
を
過
ぐ
す
有
様
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
。

は
、
念
僻
し
て
、
安
ら
か
に
世
を
お
く
る
是
淡
々
師
に
対
し
、
「
い
と
あ
ら
ま

ほ
し
」
と
評
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
「
念
傍
」
に
も
多
少
の
思
い
入
れ

が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
も
ま
た
、
是
法
々
師
へ
の
尊
崇
の
念
が
中
心

で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
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「
徒
然
草
」
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
一
日
も
早
く
所
縁
放
下
を
述
べ
た
兼
好

で
は
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
念
仏
を
と
な
え
て
極
楽
往
生
す
べ

き
こ
と
を
主
張
し
た
茸
段
は
、
遂
に
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

苗
藤
氏
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
兼
好
は
来
世
に
お
い
て
極
楽
世
界
の
ど
と

き
も
の
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
の
は
、
以

上
の
考
察
か
ら
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

〓

兼
好
が
、
当
時
盛
行
し
て
い
た
往
生
語
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
接

し
て
い
た
か
を
知
る
有
力
な
手
が
か
り
が
、
第
百
四
十
三
段
に
あ
る
。

人
の
終
焉
の
有
様
の
い
み
じ
か
り
し
事
な
ど
、
人
の
語
る
を
聞
く
に
、
た

ゞ
、
閑
に
し
て
乱
れ
ず
と
い
は
ば
心
に
く
か
る
べ
き
を
、
愚
か
な
る
人
は
、

あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
つ
け
、
い
ひ
し
言
葉
も
、
ふ
る
ま
ひ
も
、
己
が

好
む
方
に
は
め
な
す
こ
そ
、
そ
の
人
の
日
釆
の
本
意
に
も
あ
ら
ず
や
と
党
ゆ

れ
。こ

の
大
事
は
、
掟
化
の
人
も
定
む
べ
か
ら
ず
。
博
撃
の
士
も
計
る
べ
か
ら

ず
。
己
た
が
ふ
所
な
く
は
、
人
の
見
開
く
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
段
は
人
の
臨
終
の
有
様
を
問
題
に
し
て
お
り
、
し
か
も
「
人
の
話
を
聞

く
に
」
と
あ
る
の
で
、
兼
好
と
同
世
代
の
人
の
死
に
ぎ
わ
の
「
異
な
る
相
」
を

直
接
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
広
く
、
中
世
に
盛
行
し

た
、
仏
教
説
話
の
往
生
語
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
背
景
に
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ

う
。僧

侶
で
あ
っ
た
兼
好
は
往
生
語
に
多
く
日
を
通
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
「
徒

然
草
」
に
は
「
往
生
拾
因
」
だ
け
し
か
で
て
こ
な
い
が
）
。
例
え
ば
「
日
本
魯

生
極
楽
記
」
　
「
拾
遺
往
生
伝
」
　
「
続
本
朝
往
生
伝
」
　
「
大
日
本
国
法
華
経
験

記
」
な
ど
を
ひ
と
わ
た
り
目
を
通
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
人
の
終
焉
の
有

様
」
の
異
相
が
お
び
た
だ
し
く
で
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
往
生
譜
に
は
、
前
も
っ
て
死
期
を
さ
と
る
と
か
、
臨
終
に
際
し

て
、
香
気
が
漂
い
、
音
楽
が
流
れ
、
紫
雲
が
た
な
び
き
、
死
体
が
変
化
し
な
い

こ
と
な
ど
が
、
往
生
の
類
型
的
現
象
と
し
て
お
び
た
だ
し
く
集
録
さ
れ
て
い

る
。
兼
好
が
確
実
に
目
を
通
し
て
い
た
「
往
生
拾
因
」
に
も
、
次
の
よ
う
に
み

え
る
。

楽
音
努
闘
。
異
香
具
券
。
聖
人
合
音
念
仏
。
田
老
歓
喜
不
少
。
光
明
忽
照
。

レ

　

　

　

　

　

　

　

レ

紫
雲
清
空
。
上
人
向
酉
結
印
端
座
入
滅
。
時
八
十
七
。

シ

　

　

　

　

レ

　

レ

こ
れ
ら
の
往
生
の
異
相
は
、
仏
教
説
話
集
に
限
ら
ず
、
「
古
今
著
聞
集
」
の
よ

う
な
説
話
集
に
も
み
え
る
。
例
え
ば
、
源
空
上
人
の
往
生
の
と
き
。
今
ま
で
見

え
な
か
っ
た
目
や
聞
え
な
か
っ
た
耳
も
機
能
を
は
た
す
よ
う
に
な
り
、
し
か
も

「
念
俳
音
程
と
ゞ
ま
り
て
後
も
、
な
を
厨
舌
を
動
か
す
事
一
飴
反
ば
か
り
也
」

（
巻
二
・
六
三
話
）
と
か
、
大
御
室
性
信
が
往
生
の
と
き
は
「
紫
雲
を
ば
ま
さ

し
く
み
ら
れ
け
る
と
ぞ
。
延
暦
寺
憎
慶
撃
は
空
中
に
音
窯
を
き
1
け
り
。
茶
敗

の
と
き
御
平
生
の
間
と
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
御
昔
、
棺
の
中
に
て
炊
ぎ
り
け

り
。
不
思
議
の
事
と
ぞ
世
の
人
申
け
る
］
　
（
巻
二
・
五
〇
話
）

こ
れ
に
顆
し
た
説
話
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

兼
好
が
先
の
よ
う
に
、
「
閑
に
し
て
乱
れ
ず
と
い
は
ば
心
に
く
か
る
べ
き

を
、
愚
か
な
る
人
は
、
あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
つ
け
」
と
指
摘
し
て
い
る

の
は
、
か
か
る
往
生
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
尾
鱈
を
付
け
た
、
あ
や
し
き
異

相
を
ま
こ
と
し
や
か
に
語
る
人
を
批
判
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
や
し
き
異
相
を
ま
じ
え
た
往
生
詔
に
懐
疑
と
批
判
を
い
だ

い
て
い
た
兼
好
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
、
人
間
の
臨
終
の
有
様
は
、
彼
に
と

11



っ
て
も
重
大
関
心
事
篭
り
、
「
閑
に
し
て
乱
れ
ず
」
と
い
う
櫻
菱
が
理
想
で

あ
っ
た
。
「
山
家
集
」
に
、

同
行
に
侍
け
る
上
人
、
を
は
り
よ
く
忠
さ
ま
な
り
と
き
ゝ
て
申
を

く
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
　
然

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

み
だ
れ
ず
と
を
は
り
き
く
こ
そ
う
れ
し
け
れ
さ
て
も
わ
か
れ
は
な
ぐ
さ
ま
ね

ど
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
〇
五
）

か
へ
し

こ
の
世
に
て
ま
た
あ
ふ
ま
じ
き
か
な
し
さ
に
す
ゝ
め
し
人
ぞ
心
み
だ
れ
し

（
八
〇
六
）

と
あ
る
の
は
、
先
の
百
四
十
三
段
の
「
た
ゞ
、
閑
に
し
て
乱
れ
ず
と
い
は
ば
心

に
く
か
る
べ
き
を
」
と
照
応
し
、
兼
好
に
と
っ
て
も
「
心
に
く
い
」
臨
終
の
有

様
と
し
て
受
け
と
れ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
徒
然
草
」
　
（
二
百
十
五
段
・
二
百
十
六
段
）
　
に
登
場
し
、
尊
敬
の

念
で
描
か
れ
て
い
た
北
条
時
棺
の
最
後
は
「
吾
妻
鏡
」
　
（
弘
長
三
年
十
一
月
二

十
二
日
の
条
）
　
に
よ
る
と
、

時
頼
、
於
最
明
寺
北
芋
、
卒
去
。
御
臨
終
之
儀
、
若
，
衣
袈
裟
、
上
組
床
、

二

　

　

　

　

　

　

　

】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

　

　

　

一

　

二

　

－

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

令
坐
禅
給
。
柳
無
動
揺
之
気
。
軍
事
…
・
・
口
唱
碩
而
現
即
身
成
仏
瑞
相
。

ニ

　

ー

　

　

　

二

　

　

　

　

　

】

　

　

　

　

　

　

　

　

レ

　

　

　

二

　

　

　

　

　

　

　

】

本
日
権
化
再
来
也
云
々
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
兼
好
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
柳
無
効
揺
之
気
」
で
十
分
で

二

あ
り
、
そ
れ
以
下
の
こ
と
は
余
計
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
触
れ
た
「
終
焉
の
有
様
」
　
（
第
百
四
十
三
段
）

と
関
連
し

て
く
る
段
に
、
虚
言
に
考
察
を
加
え
た
、
第
七
十
三
段
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に

微
妙
に
脈
絡
を
も
っ
て
く
る
。

世
に
語
り
侍
ふ
る
事
、
ま
こ
と
は
あ
い
な
き
に
や
、
お
は
く
は
皆
虚
言
な
り
。

あ
る
に
も
過
ぎ
て
人
は
物
を
言
ひ
な
す
に
、
ま
し
て
、
年
月
過
ぎ
、
境
も
隔

り
ぬ
れ
ば
、
言
ひ
た
き
ま
1
に
語
り
な
し
て
、
輩
に
も
容
き
止
め
ぬ
れ
ば
、

や
が
て
定
ま
り
ぬ
。
（
中
略
）

と
に
も
か
く
に
も
、
虚
言
多
き
世
な
り
。
た
ゞ
、
常
に
あ
る
、
珍
ら
し
か

ら
ぬ
事
の
ま
1
に
心
得
た
ら
ん
、
よ
ろ
づ
違
ふ
べ
か
ら
ず
。
下
ざ
ま
の
人
の

物
語
は
、
耳
驚
く
事
の
み
あ
り
。
よ
き
人
は
あ
や
し
き
事
を
語
ら
ず
。

か
く
は
言
ヘ
ビ
、
仏
神
の
奇
特
、
痘
者
の
侍
記
、
さ
の
み
信
ぜ
ざ
る
べ
き

に
も
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
、
世
俗
の
虚
言
を
ね
ん
ご
ろ
に
信
じ
た
る
も
を
こ
が

ま
し
く
、
「
よ
も
あ
ら
じ
」
な
ど
言
ふ
も
詮
な
け
れ
ば
、
大
方
は
誠
し
く
あ

ひ
し
ら
ひ
て
、
偏
に
信
ぜ
ず
、
ま
た
疑
ひ
嘲
る
べ
か
ら
ず
。

前
半
の
と
こ
ろ
は
、
事
実
に
尾
鰭
を
付
け
て
言
っ
た
虚
言
が
、
や
が
て
雷
物
に

記
さ
れ
て
定
着
す
る
様
を
述
べ
て
い
る
が
「
終
焉
の
有
様
」
の
「
あ
や
し
く
異

な
る
相
」
を
語
り
つ
け
る
の
と
当
然
か
か
わ
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
と
に
も
か
く
に
も
、
虚
言

多
き
世
な
り
U
と
断
定
し
た
と
き
、
兼
好
の
脳
裡
に
浮
ん
だ
の
は
「
併
神
の
奇

特
」
や
「
拙
者
の
侍
記
」
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。

「
た
ゞ
常
に
あ
る
、
珍
ら
し
か
ら
ぬ
事
の
ま
～
に
心
得
た
ら
ん
、
よ
ろ
づ
逗

ふ
べ
か
ら
ず
U
と
主
張
す
る
兼
好
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
不
思
議
な

事
象
が
古
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
、
神
仏
の
奇
特
や
権
者
の
伝
記
を
、
こ
の
主

張
の
郡
内
に
と
り
こ
む
か
い
な
か
は
、
僧
侶
で
あ
る
兼
好
に
と
っ
て
、
大
き
な

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
わ
り
だ
し
た
の
が
、
「
さ
の
み
信
ぜ
ざ
る
べ
き
に
も

あ
ら
ず
」
　
「
大
方
は
試
し
く
あ
ひ
し
ら
ひ
て
、
偏
に
信
ぜ
ず
、
ま
た
疑
ひ
嘲
る

べ
か
ら
ず
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
喫
味
で
微
妙
な
接
し
方
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
発
言
を
し
た
の
か
。

お
そ
ら
く
、
冷
静
な
兼
好
は
、
心
底
で
は
仏
神
の
奇
特
や
権
者
の
伝
記
を
そ

12



の
ま
ま
信
じ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
肇
に
と
め
る
こ
と
は
、
僧
侶
と

し
て
、
罰
あ
た
り
的
な
態
度
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
神

の
奇
特
や
権
著
の
伝
記
と
い
っ
た
と
き
、
兼
好
は
そ
こ
に
往
生
詔
を
も
重
ね
て

い
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
段
か
ら
も
、
往
生
評

に
懐
疑
の
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
「
徒
然
草
」
に
照
明
を
あ
て
た
と
き
の
、
兼
好
の
往
生

注
3

詔
と
の
接
し
方
で
あ
っ
た
が
、
次
に
「
兼
好
自
撰
家
集
」
の
方
に
日
を
転
じ

て
、
往
生
関
係
の
歌
を
さ
が
す
と
、
注
意
す
べ
き
、
次
の
よ
う
な
歌
が
存
在
す

る
。

ど
く
ら
く
に
往
生
す
べ
き
事
な
ど
と
く
を
き
1
て

ふ
ね
し
あ
れ
ば
ち
び
き
の
い
し
も
う
か
ぶ
て
ふ
ち
か
ひ
の
う
み
に
浪
た
つ
な

ゆ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
三
）

春
の
こ
ろ
、
哀
傷

か
へ
り
こ
ぬ
わ
か
れ
を
さ
て
も
な
げ
く
か
な
西
に
と
か
つ
は
い
の
る
物
か
ら

（
二
八
六
）

前
者
は
、
極
楽
に
往
生
す
べ
き
こ
と
を
聴
聞
し
た
と
き
の
歌
で
あ
る
が
、
「
法

華
経
」
普
門
晶
の
「
弘
誓
深
如
海
、
歴
劫
不
思
議
」
を
念
頭
に
お
き
、
舟
が
あ

レ

れ
ば
千
人
で
ひ
く
よ
う
な
石
も
浮
か
ぶ
と
い
う
ど
と
く
、
弘
聖
の
舟
が
あ
れ

ば
、
す
べ
て
の
人
が
救
済
さ
れ
る
と
い
う
仏
の
空
言
に
ゆ
め
ゆ
め
動
き
あ
る
な

と
鳳
っ
て
い
る
。
「
ち
か
ひ
の
う
み
に
浪
た
つ
な
ゆ
め
」
と
詠
じ
て
い
る
背
後

に
は
、
極
楽
往
生
と
い
う
現
象
に
対
し
て
危
供
の
念
が
は
の
み
え
て
い
る
。

同
様
に
後
者
の
歌
も
「
西
に
と
か
つ
は
い
の
る
物
か
ら
」
と
西
方
極
楽
往
生

を
心
の
隅
で
祈
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
「
か
へ
り
こ
ぬ
わ
か
れ
を
」
悲
し
む
と

い
う
よ
う
に
、
現
世
で
の
悲
哀
を
重
視
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
態
度
に
は
、
「
知
性
が
信
仰
に
優
位
し
て
い
る
一
面
」
　
「
信
仰
者

注
4

と
し
て
の
心
の
あ
り
方
の
不
徹
底
さ
」
が
寮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
徒
然
草
」
　
「
兼
好
自
按
家
集
」
を
通
し
て
、
兼
好
が
来
世
の

極
楽
往
生
の
世
界
の
存
在
を
信
じ
き
っ
て
い
る
気
配
が
う
す
い
こ
と
、
従
っ

て
、
当
時
、
盛
行
し
て
い
た
往
生
語
に
対
し
て
も
、
か
な
り
ひ
や
や
か
な
態
度

で
接
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
臆
測
で
き
る
。

≡

兼
好
が
往
生
詔
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
関
心
を
示
し
て
い
た
か
を
推
測
す

る
て
だ
て
の
一
つ
と
し
て
、
「
三
日
芳
談
」
に
触
れ
た
、
第
九
十
八
段
の
検
討

が
あ
る
。尊

き
ひ
じ
り
の
云
ひ
置
き
け
る
事
を
書
き
付
け
て
、
〓
昌
芳
談
と
か
や
名

づ
け
た
る
草
子
を
見
侍
り
L
に
、
心
に
あ
ひ
て
琴
え
し
事
ど
も
。

一
、
し
や
せ
ま
し
、
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
と
恩
ふ
事
は
、
お
は
や
う
は
、
せ
ぬ

は
よ
き
な
り
。

一
、
後
世
を
忠
は
ん
者
は
、
醸
汰
瓶
一
つ
も
持
つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
持

紀
・
本
尊
に
至
る
ま
で
、
よ
き
物
を
持
つ
、
よ
し
な
き
事
な
り
。

一
、
遁
世
者
は
、
な
き
に
こ
と
か
け
ぬ
や
う
を
計
ひ
て
過
ぐ
る
、
最
上
の
や

う
に
て
あ
る
な
り
。

l
、
上
茄
は
下
茄
に
な
り
、
智
者
は
愚
者
に
な
り
、
徒
人
は
貧
に
成
り
、
能

あ
る
人
は
無
能
に
な
る
べ
き
な
り
。

一
、
仏
道
を
鳳
ふ
と
い
ふ
は
、
別
の
事
な
し
。
暇
あ
る
身
に
な
り
て
、
世
の

事
を
心
に
か
け
ぬ
を
、
第
一
の
道
と
す
。

こ
の
外
も
あ
り
し
事
ど
も
、
寧
え
ず
。

こ
の
玉
か
条
は
、
兼
好
が
「
；
口
芳
談
」
を
読
み
、
な
る
ほ
ど
と
同
感
し
て
印
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象
に
残
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
の
語
句
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
は

な
く
、
一
度
、
兼
好
の
脳
裡
を
通
過
し
た
、
記
憶
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
を
原
文
と
比
較
す
れ
ば
、
種
々
な
問
題
も
派
生
し
て
く
る
。

注
5

こ
の
瓦
か
条
の
「
二
言
芳
談
」
の
原
文
を
示
せ
ば
、
各
々
、
次
の
よ
う
で
あ

る
。○

又
云
「
し
や
せ
ま
し
、
せ
で
や
あ
ら
ま
し
と
お
ぼ
ゆ
る
は
ど
の
事
は
、
大

抵
せ
ぬ
が
よ
き
な
り
u

O
俊
乗
房
の
云
「
後
世
を
お
も
は
ん
も
の
は
、
堪
粍
瓶
一
も
も
つ
ま
じ
き
物

と
こ
そ
心
え
て
候
へ
u

O
解
脱
上
人
云
「
出
離
に
三
障
あ
り
。
一
に
は
所
持
の
愛
物
、
本
尊
持
紀
等

ま
で
。
二
に
は
身
命
を
惜
し
む
。
三
に
は
善
知
識
の
教
へ
に
し
た
が
は
ざ

る
〕

○
又
云
「
遁
世
者
は
、
な
に
事
も
な
き
に
軍
閥
ぬ
様
を
お
も
ひ
つ
け
、
ふ
る

ま
ひ
つ
け
た
る
が
よ
き
な
り
U

O
又
云
「
む
か
し
は
後
世
を
お
も
ふ
者
は
、
上
繭
は
下
誼
に
な
り
、
智
者
は

愚
者
に
な
り
、
待
人
は
貧
人
に
成
、
能
あ
る
も
の
は
無
能
に
こ
そ
成
し
か
P

O
又
云
「
た
ゞ
併
道
を
ね
が
ふ
と
い
ふ
は
、
別
に
や
う
7
1
し
き
事
な
し
。

ひ
ま
あ
る
身
と
な
り
て
、
道
を
さ
き
と
し
て
、
快
事
に
心
を
か
け
ぬ
を
第
一

の
道
と
す
〕

ま
ず
、
第
一
桑
か
ら
検
討
し
て
み
る
。

こ
の
条
は
普
通
「
す
る
事
に
し
よ
う
か
、
あ
る
い
は
、
し
な
い
で
す
ま
せ
よ

注
6

う
か
と
思
い
迷
う
事
は
、
大
概
は
、
し
な
い
の
が
よ
い
の
意
U
に
解
さ
れ
て

い
る
が
、
桑
原
博
史
氏
は
「
こ
の
こ
と
ば
は
、
一
見
、
し
よ
う
か
し
ま
い
か
迷

い
の
あ
る
こ
と
は
し
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
、
消
極
的
な
生
き
方
を
す
す
め
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
迷
い
の
あ
る
事
柄
は
、
た

い
て
い
し
な
い
方
が
よ
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
迷
い
の
対
象
と
な
る

も
の
が
、
人
間
の
欲
望
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で

注
7

あ
る
］
と
通
解
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
〓
昌
芳
談
」
の
原
文
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
し
や

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

せ
ま
し
、
せ
で
や
あ
ら
ま
し
と
お
ぼ
ゆ
る
は
ど
の
事
は
」
の
傍
点
部
分
が
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

「
徒
然
草
」
で
は
「
忠
ふ
事
は
」
と
相
違
す
る
。
こ
の
相
違
は
、
こ
れ
ま
で
の

譜
注
釈
事
が
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
ほ
ど
」
の
有
無
は
重
要
で

あ
る
。
即
ち
、
「
；
ロ
芳
談
」
に
即
す
れ
ば
、
「
し
よ
う
か
し
ま
い
か
と
迷
う

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

程
度
の
こ
と
は
」
と
迷
い
の
対
象
の
何
倍
を
問
題
に
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
か

ら
で
あ
る
　
（
そ
の
背
後
に
、
念
仏
を
と
な
え
、
仏
道
に
は
げ
め
と
い
う
心
が
あ

る
）
。第

二
条
は
「
二
言
芳
談
」
の
二
つ
の
条
を
一
つ
に
し
て
い
る
。
第
三
条
と
と

も
に
、
遁
世
者
は
無
一
物
を
理
想
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
共
感
し
て
い
る
。

第
四
条
で
は
原
文
に
あ
る
「
む
か
し
は
後
世
を
お
も
ふ
者
は
」
を
欠
落
さ
せ
、

い
き
な
り
「
上
茄
は
下
誼
に
な
り
」
と
す
る
。
「
二
言
芳
談
」
で
「
後
世
を
お
も

ふ
者
」
と
限
定
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
枠
を
と
り
は
ら
い
、
人
間
一
般
に
敷
持

し
て
い
る
。
ま
た
最
後
の
五
条
も
、
原
文
に
あ
る
「
道
を
さ
き
と
し
て
」
を
欠

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

落
さ
せ
、
「
飯
事
」
を
「
世
の
事
」
に
と
っ
て
い
る
。

以
上
、
「
一
言
芳
談
」
で
兼
好
が
共
感
し
た
条
に
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、

そ
の
引
用
に
あ
た
っ
て
も
、
「
後
世
を
お
も
ふ
者
」
と
か
「
道
を
さ
き
と
し

て
」
な
ど
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
つ
き
と
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
仏
道
と
か
後
世
に
あ
ま
り
問
題
を
求
め
て
い
な
い
こ
と

を
裏
面
か
ら
託
し
て
い
る
。

兼
好
が
も
し
、
往
生
や
念
仏
に
非
常
な
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、

「
二
言
芳
談
」
に
あ
る
、

14



ヽ

　

ヽ

○
有
云
、
「
道
阿
瑚
陀
傍
が
夢
に
、
八
幡
宮
つ
げ
て
の
た
ま
は
く
、
「
往
生

は
一
念
に
も
よ
ら
ず
。
心
に
よ
る
な
り
］

ヽ

　

ヽ

○
有
l
で
　
「
往
生
を
お
も
は
ん
事
、
た
と
へ
ば
ね
ら
ひ
づ
き
せ
ん
と
す
る
心

ね
を
も
つ
べ
L
u

O
又
云
「
煩
悩
の
う
す
く
あ
つ
き
を
も
か
へ
り
見
ず
、
罪
障
の
か
ろ
き
お
も

き
を
も
沙
汰
せ
ず
、
た
ゞ
口
に
南
無
あ
み
だ
傍
と
と
な
へ
て
、
畳
に
つ
き

て
、
決
定
往
生
を
な
す
べ
し
］

な
ど
と
、
随
所
に
で
て
く
る
往
生
を
問
題
と
す
る
条
や
、
あ
る
い
は
、

ヽ
ヽ

○
明
祁
法
印
云
、
「
た
ゞ
よ
く
愈
例
す
べ
し
。
石
に
水
を
か
く
る
や
う
な
れ

ど
も
、
申
ば
益
あ
る
な
り
〕

○
或
人
た
づ
ね
申
て
云
、
「
非
人
法
師
は
、
い
か
な
る
所
に
か
住
す
べ
く
候

ヽ
ヽ

ら
ん
〕
仰
云
、
「
念
仏
だ
に
申
さ
れ
ば
、
い
か
な
る
所
に
て
も
あ
り
な
ん
。

念
仏
の
さ
は
り
と
な
ら
ん
所
ぞ
、
あ
し
か
る
べ
き
。
但
、
境
界
を
ば
は
な
る

べ
き
な
り
］

と
い
っ
た
「
会
併
」
を
勧
め
る
条
を
記
憶
に
と
ど
め
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
〓
昌
芳
談
」
に
共
感
を
お
ぼ
え
た
奈
々
の
検
討
か
ら
も
、
兼

好
が
、
後
世
や
往
生
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
蹟

渕
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

こ
れ
ま
で
の
考
許
で
、
「
徒
然
草
」
に
よ
る
限
り
、
兼
好
は
、
後
世
や
往
生

へ
の
関
心
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
念
仏
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
形
跡
も

な
い
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
態
度
が
、
そ
の
ま
ま
兼
好
の
出
家
当
初
か
ら
の
一
貫
し
た
も

の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。

「
兼
好
白
壁
家
集
」
を
み
る
と
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ほ
う
り
む
に
こ
も
り
た
る
こ
ろ
人
の
と
ひ
き
て
か
へ
り
な
む
と
す
る
に

も
ろ
と
も
に
き
く
だ
に
さ
び
し
思
ひ
を
け
か
へ
ら
む
あ
と
の
み
ね
の
松
か
ぜ

、

、

、

、

、

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

修
学
院
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
も
り
侍
し
こ
ろ

（
一
七
）

の
が
れ
て
も
し
ぼ
の
か
り
ほ
の
か
り
の
世
に
い
ま
い
く
ほ
ど
か
の
ど
け
か
る

べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
二
）

の
が
れ
こ
し
身
に
ぞ
し
ら
る
1
う
き
世
に
も
心
に
も
の
ゝ
か
な
ふ
た
め
し
は

（
五
三
）

身
を
か
く
す
う
き
よ
の
は
か
は
な
け
れ
ど
も
の
が
れ
し
も
の
は
心
な
り
け
り

（
五
四
）

い
か
に
し
て
な
ぐ
さ
む
物
ぞ
よ
の
中
に
そ
む
か
で
す
ぐ
す
人
に
と
は
ゞ
や

（
五
五
）

の
よ
う
に
、
法
輪
寺
や
修
学
院
に
参
謁
し
て
い
る
兼
好
の
姿
が
と
ら
え
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
一
連
の
参
絹
の
時
期
は
、
歌
の
内
容
か
ら
み
て
、
出
家
当
初
の
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

山
寺
に
念
仏
し
て
ゐ
た
る
に
、
み
や
こ
よ
り
た
づ
ね
く
る
人
の
中
に
、

わ
か
き
お
と
こ
の
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
物
が
た
り
し
て
、
か
1
る
す
ま
ゐ

は
い
と
た
づ
き
な
し
や
、
な
に
事
か
し
の
び
が
た
き
な
ど
ゝ
ふ
は
、
お

も
ふ
心
あ
り
て
や
と
み
ゆ
る
も
あ
は
れ
に
て

山
ざ
と
に
と
ひ
く
る
と
も
1
わ
き
て
猶
心
を
と
む
る
人
は
見
え
け
り（

二
三
二
）

と
、
念
仏
に
専
心
し
て
い
る
姿
を
み
て
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

よ
河
に
す
み
侍
し
こ
ろ
、
霊
山
院
に
て
、
生
身
供
の
式
を
か
き
侍
し
お
く
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に
か
き
つ
く

う
か
ぶ
べ
き
た
よ
り
と
を
な
れ
水
ぐ
き
の
あ
と
～
ふ
人
も
な
き
世
な
り
と
も

（
六
三
）

こ
の
杭
河
在
住
の
折
の
「
生
身
供
の
式
」
に
対
し
、
兼
好
の
出
家
の
時
期
を
、

応
長
－
正
和
二
年
に
も
と
め
ら
れ
る
、
林
埼
栄
氏
は
「
兼
好
の
生
涯
の
う
ち
、

横
川
に
お
け
る
生
活
ほ
ど
の
『
出
家
』
生
活
、
す
な
わ
ち
室
増
に
も
質
的
に

も
世
俗
を
遠
く
離
れ
た
生
活
が
ま
た
と
は
か
に
あ
っ
た
ろ
う
か
」
と
表
撃
な
信

仰
生
活
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
「
家
集
」
に
は
、
「
い
し
山
に
ま
う
づ
と
て
、
あ
け
ぼ
の
に
あ
ふ

さ
か
を
こ
え
L
に
」
　
（
二
）
と
か
「
神
な
月
の
こ
ろ
、
は
つ
せ
に
ま
う
で
侍
L

に
」
　
（
一
〇
六
）
と
寺
々
に
参
詣
し
て
い
る
詞
雷
が
み
え
る
。

兼
好
の
出
家
の
原
因
は
、

さ
だ
め
が
た
く
お
も
ひ
み
だ
る
ゝ
こ
と
の
お
は
き
を

あ
ら
ま
し
も
昨
日
に
け
ふ
は
か
は
る
か
な
お
も
ひ
さ
だ
め
ぬ
世
に
し
す
ま
へ

ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
九
）

と
も
す
れ
ば
に
は
の
う
き
す
の
う
き
な
が
ら
み
が
く
れ
は
て
ぬ
よ
を
な
げ
く

哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
〇
）

の
歌
な
ど
か
ら
み
て
も
、
現
世
に
お
い
て
、
程
々
な
苦
悶
に
遭
遇
し
た
こ
と
に

も
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
先
の
寺
々
に
参
持
し
て
念
仏
に
専
心
し
て
い
た

の
は
出
家
当
初
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
生
活
の
痛
切
な
体
験
を

通
過
し
た
あ
と
で
、
「
徒
然
草
」
は
執
事
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
徒
然
草
」

で
、

後
の
世
の
事
、
心
に
忘
れ
ず
、
傍
の
導
う
と
か
ら
ぬ
、
こ
こ
ろ
に
く
し
。

（
四
段
）

寺
・
社
な
ど
に
、
し
の
び
て
こ
も
り
た
る
も
を
か
し
。
　
　
（
十
五
段
）

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
傍
に
仕
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
ー
′
川
＼
も
な
く
、

心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
地
す
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
段
）

と
記
し
て
い
る
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
実
体
験
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
参
宙
を
「
こ
こ
ろ
に
く
し
」
　
「
を
か
し
」
　
「
心
の
混
り
も
治
ま
る
心

地
す
れ
」
と
、
放
し
い
仏
道
修
業
と
し
て
で
は
な
く
情
趣
的
に
述
べ
て
い
る
の

は
注
意
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
茸
段
が
、
「
徒
然
草
」
の
は
じ
め
の
方

に
集
中
す
る
の
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
出
家
当
初
、
兼
好
は
寺
社
に
参
審
し
、
念
仏
三
昧
の
信
仰
生
活
を

お
く
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
生
活
の
な
か
で
、
彼
は
、
後
世
と

か
往
生
と
い
っ
た
世
界
を
鋭
い
思
念
を
も
っ
て
蘭
究
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
兼
好
の
冷
静
な
目
は
、
後
世
に
お
け
る
極
楽
往
生
の
世
界
の
存
在
に
も

懐
疑
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

「
徒
然
草
」
に
往
生
語
へ
の
関
心
や
念
仏
三
昧
の
仏
道
修
行
を
す
す
め
る
去
　
1
6

段
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
出
家
し
た
当
初
か
ら
の
二
貰
し
た
髄
炭
と
い
う
よ
－

り
も
、
「
家
集
」
に
み
え
た
よ
う
な
、
真
撃
で
厳
し
い
信
仰
生
活
を
経
た
あ
と

に
、
た
ど
り
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

「
徒
然
草
」
に
は
説
話
的
牽
段
が
き
わ
め
て
多
い
し
、
往
生
伝
に
し
ば
し
ば

登
場
す
る
、
増
賀
（
一
段
）
、
顕
基
中
納
言
（
五
段
）
、
雷
写
の
正
室
上
人

（
六
十
九
段
）
な
ど
の
人
物
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
往

生
詔
の
方
向
か
ら
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
し
て
、
兼
好
の
冷
静
な
目
は
、
後
世
に
極
楽
世
界
の
よ
う
な
も
の
が
客
観

的
に
存
在
す
る
こ
と
に
懐
疑
を
も
っ
て
い
た
。
往
生
雷
に
し
ば
し
ば
み
え
る
、



念
仏
の
功
徳
に
よ
る
奇
瑞
を
と
こ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
不
思
議
な
こ
と
、
絵
空

ご
と
を
担
造
し
た
も
の
に
も
反
発
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

兼
好
に
と
っ
て
、
よ
り
重
大
事
は
、
往
生
の
成
否
よ
り
も
、
現
世
に
お
い
て

生
き
て
い
る
問
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

寸
陰
惜
し
む
人
な
し
。
こ
れ
よ
く
知
れ
る
か
、
愚
か
な
る
か
。
愚
か
に
し

て
怠
る
人
の
た
め
に
言
は
ば
、
一
成
醸
し
と
い
ヘ
ビ
も
、
こ
れ
を
重
ぬ
れ

ば
、
貧
し
き
人
を
富
め
る
人
と
な
す
。
さ
れ
ば
、
商
人
の
一
銃
を
惜
し
む

心
、
切
な
り
。
刹
那
党
え
ず
と
い
ヘ
ビ
も
、
こ
れ
を
運
び
て
止
ま
ざ
れ
ば
、

命
を
終
ふ
る
期
、
忽
ち
に
至
る
。

さ
れ
ば
、
遺
人
は
、
遠
く
日
月
を
惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ
今
の
l
念
、

む
な
し
く
過
ぐ
る
事
を
惜
し
む
ペ
し
。
　
　
　
　
　
　
（
第
百
八
段
）

こ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
意
見
は
、
寸
陰
を
惜
し
ん
で
仏
道
に
は
げ
め
と
い

ぅ
の
で
は
な
く
、
た
だ
今
の
一
念
を
む
な
し
く
す
ご
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

い
と
ま

名
利
に
使
は
れ
て
、
閑
か
な
る
暇
な
く
、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
恩
な

れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
十
八
段
）

大
か
た
、
高
の
し
わ
ざ
は
止
め
て
、
暇
あ
る
こ
そ
、
め
や
す
く
、
あ
ら
ま

は
し
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
百
五
十
二
段
）

の
ど
と
き
「
閑
か
な
る
暇
」
を
え
た
身
に
な
り
、
そ
こ
に
自
己
充
足
を
野
得
す

る
必
要
が
あ
る
。

っ
れ
ネ
1
わ
ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な
ら
ん
。
ま
ざ
る
ゝ
か
た
な
く
、

た
ゞ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
（
第
七
十
五
段
）

こ
の
章
段
を
は
じ
め
、
「
兼
好
の
隠
遁
の
主
題
は
、
仏
道
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
『
ま
ざ
る
ゝ
か
た
な
く
、
た
ゞ
ひ
と
り
あ
る
』
個
の
充
足
を
楽
し
む
こ
と

注
9

に
あ
っ
た
〕
こ
と
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

兼
好
の
往
生
語
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
態
度
は
、
僧
侶
の
綴
っ
た
も
の
と

は
思
え
ぬ
よ
う
な
「
徒
然
草
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
の
出
現
を
可
能
に
し

た
。も

し
、
兼
好
が
来
世
や
極
楽
往
生
に
非
常
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
お
そ
ら
く
、
今
日
あ
る
よ
う
な
「
徒
然
草
」
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。久

保
田
淳
氏
が
「
閑
居
友
」
に
触
れ
、
応
報
語
に
限
ら
ず
、
こ
れ
と
い
っ

た
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
往
生
語
も
無
い
「
閑
居
友
」
は
、
「
発
心
集
」
　
「
沙

石
集
」
は
も
と
よ
り
、
「
撰
集
抄
」
と
も
ち
が
っ
た
、
仏
教
説
話
集
と
し
て

は
、
か
な
り
特
異
な
存
在
で
、
説
話
と
し
て
の
面
白
さ
に
乏
し
い
が
、
「
徒

然
草
」
の
内
に
「
閑
居
友
」
に
一
脈
通
ず
る
物
の
見
方
や
考
え
方
が
認
め
ら
れ

注
1
U

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
先
述
し
た
点
と
も
重
な
り
注
意
さ
れ

る
意
見
で
あ
る
。

お
わ
日
ソ
に

兼
好
が
往
生
譜
に
対
し
て
、
か
な
り
ひ
や
や
か
な
、
批
判
的
な
受
け
と
り
か

た
を
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の
「
徒
然
草
」
の
分
析
か
ら
、
あ
る
程

度
確
か
め
ら
れ
た
。
が
、
こ
の
態
度
は
、
出
家
当
初
か
ら
の
一
貫
し
た
も
の
と

い
う
よ
り
、
念
仏
修
行
を
経
た
あ
と
で
到
達
し
た
思
念
で
あ
っ
た
と
憶
測
さ
れ

る
。彼

に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
往
生
の
成
否
よ
り
も
、
現
世
に
お
け
る
「
只

今
の
一
念
」
を
い
か
に
充
足
し
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
か
る
相
神
が
根
底
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
遁
世
者
の
手
に
な
っ
た
「
徒
然

草
」
が
、
仏
教
く
さ
さ
の
少
な
い
、
現
実
を
熟
視
し
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
内
容
を
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た
た
え
た
作
品
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
考
は
、
従
来
、
直
観
的
に
言
わ
れ
て
き
た
、
兼
好
と
後
世
観
の
問
題

を
、
「
徒
然
草
」
や
「
兼
好
自
供
家
集
」
の
分
析
を
通
し
て
、
筋
道
だ
て
て
確

認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
こ
う
い
っ
た
問
題
意
識
を
も
っ
て
接
す
る
と

き
、
「
従
然
革
」
は
、
新
し
い
相
貌
を
お
び
て
く
る
だ
ろ
う
。

注
1
、
藤
原
正
義
氏
「
翻
刻
・
往
生
拾
田
」
　
（
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
第

2
3
号
、
昭
5
5
・
1
）
　
に
よ
る
。

注
2
、
本
文
と
歌
番
号
は
『
私
家
集
大
成
中
世
1
』
に
よ
る
。
濁
点
を
施

す
。

注
3
、
本
文
と
歌
番
号
は
『
私
家
集
大
成
中
世
里
に
よ
り
、
濁
点
を
施
し

た
。

注
4
、
中
川
徳
之
助
氏
『
兼
好
の
人
と
思
想
』
。

注
5
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
法
語
集
』
所
収
本
に
よ
る
。

注
6
、
安
良
岡
康
作
氏
『
徒
然
草
仝
注
釈
』
。

注
7
、
『
徒
然
草
の
鑑
賞
と
批
評
』
。

注
8
、
「
続
・
梯
川
と
兼
好
－
そ
の
信
仰
生
活
と
現
実
」
　
（
山
形
女
子
短
期

大
学
紀
要
、
第
3
集
昭
4
4
・
3
）
。

注
9
、
伊
藤
博
之
氏
「
隠
退
形
式
の
発
想
」
　
（
解
釈
と
鑑
質
、
昭
5
2
・
4
）
。

注
1
0
、
「
怨
み
深
き
女
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事
－
『
閑
居
友
』
試
論
－
」

（
『
中
世
文
学
の
世
界
』
所
収
）
。

1
岡
山
大
学
助
教
授
－

A
会
員
近
事
紹
介
V

愛

の

文

学

選

森
本
　
　
種
著

本
書
に
お
い
て
、
著
者
は
、
近
代
・
現
代
小
説
の
中
か
ら
、
愛
を
描
い
た
十

五
の
作
品
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
附
し
て
い
る
。

十
五
の
作
品
の
う
ち
に
は
、
森
鴎
外
「
舞
姫
」
や
川
端
康
成
「
み
ず
う
み
」

な
ど
、
有
名
な
も
の
も
あ
る
が
、
広
浄
机
浪
「
今
戸
心
中
」
や
宇
野
浩
二
「
苦

の
世
男
」
な
ど
、
一
般
的
な
読
者
が
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
。
多
様
な
愛
の
か
た
ち
が
選
び
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

著
者
は
、
本
番
を
、
若
い
読
者
に
向
け
て
の
「
文
学
案
内
の
書
」
と
し
て
書
い

て
い
る
が
、
む
ろ
ん
、
各
作
品
の
解
説
の
背
後
に
は
、
「
作
家
の
根
源
の
問

題
」
に
対
す
る
深
い
追
求
が
あ
る
。
著
者
自
ら
、
「
文
学
と
の
出
逢
い
ー
序
に

か
え
て
」
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
五
の
去
そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
作
品
論
・
作

家
論
と
し
て
一
応
の
ま
と
ま
り
を
も
」
っ
て
お
り
、
作
家
た
ち
が
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
愛
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
、
真
撃
に
説
き
あ
か
す
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
五
十
五
年
十
月
、
洪
水
社
刊
、
B
六
判
二
〇
九
頁
、
定
価
九
八
〇
円
）
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