
『
よ
し
な
し
ご
と
』
　
の
　
（
聖
）
　
と
　
（
俗
）

は
じ
め
に

堤
中
納
言
物
語
中
の
一
編
r
よ
し
な
し
ご
と
」
は
、
弟
子
に
あ
た
る
娘
へ
あ

て
た
師
僧
の
無
心
の
書
簡
が
作
品
の
大
半
を
占
め
る
、
異
色
の
物
語
で
あ
る
。

往
来
物
の
形
式
内
容
や
、
r
玉
造
小
町
壮
衰
書
」
・
r
新
猿
楽
記
」
等
に
見
え

る
物
の
名
の
列
挙
形
式
と
の
類
似
が
、
先
学
に
よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

（1）る
。
も
っ
と
も
、
r
よ
し
な
し
ご
と
」
で
は
、
師
僧
が
こ
の
書
簡
を
書
く
に
い

た
っ
た
経
緯
が
青
侍
の
杏
写
者
の
語
り
を
通
し
て
明
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

点
が
独
自
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
設
定
と
は
、
「
故
だ
つ
僧
」
が
密
か

に
通
じ
る
娘
か
ら
山
籠
も
り
の
具
を
調
達
し
た
こ
と
を
知
っ
た
師
僧
が
、
自
ら

も
借
り
受
け
よ
う
と
手
紙
を
書
く
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
事
情
で
あ
る
。
こ
う

し
た
再
筒
を
包
む
、
い
わ
ば
枠
組
み
の
存
在
が
こ
の
作
品
を
物
語
た
ら
し
め
て

い
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
本
作
品
世
界
の
考
察
に
は
、
こ
の
枠
組
み
と
書
簡

と
の
関
わ
り
の
検
討
が
一
つ
の
重
要
な
作
業
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

井

　

上

　

　

新

　

子

こ
の
枠
組
み
と
者
筒
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
く
二
つ
の
問
題
が
存
し
ょ

う
。
一
つ
は
師
僧
の
書
簡
の
意
図
、
意
味
合
い
を
ど
う
読
む
の
か
、
も
う
一
つ

は
枠
組
み
の
機
能
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
を
確

認
す
る
。
雨
宮
隆
雄
氏
は
書
簡
を
「
無
心
の
た
め
の
無
心
の
雷
状
」
と
し
、
書

簡
が
実
は
物
品
請
求
と
い
う
実
利
を
目
的
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を

（2）

明
か
に
し
、
「
女
へ
の
碧
め
と
故
だ
つ
僧
へ
の
非
難
」
を
読
ん
だ
。
ま
た
小
峯

（3）

和
明
氏
は
「
故
だ
つ
僧
と
娘
へ
の
諷
刺
、
椰
稔
」
を
見
る
。
枠
組
み
と
書
簡
の

内
容
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
う
し
た
師
個
の
、
娘
及
び
故
だ
つ
僧
へ
の
抑
稔
や

諷
刺
、
非
難
の
精
神
を
書
簡
の
文
面
に
見
て
取
る
こ
と
は
ほ
ほ
妥
当
で
あ
ろ

ぅ
。
た
だ
し
現
在
、
昏
簡
中
の
文
言
個
々
に
つ
い
て
の
表
現
意
図
が
、
そ
の
文

学
的
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
枠
組
み
と
直
接
関
連
す
る
と
推
定
さ

れ
る
文
言
、
具
体
的
に
は
娘
と
故
だ
つ
僧
の
秘
密
の
関
係
を
背
後
に
想
起
さ
せ

る
文
言
に
つ
い
て
指
摘
し
考
察
を
加
え
る
。
こ
れ
が
本
論
の
一
つ
の
柱
で
あ
る
。



次
に
枠
組
み
の
機
能
を
見
て
お
く
。
こ
の
間
題
を
考
え
る
際
、
と
り
わ
け
重

要
と
な
る
の
は
物
語
末
尾
の
読
み
取
り
で
あ
ろ
う
。
神
田
龍
身
氏
は
書
簡
の
書

写
者
を
「
窃
視
者
」
と
捉
え
、
末
尾
を
こ
の
「
窃
視
者
」
が
「
自
ら
の
意
図
を

（1）

境
晦
」
し
た
言
辞
と
位
置
づ
け
る
。
一
方
、
小
峯
氏
は
末
尾
を
同
様
に
書
写
者

の
こ
と
ば
と
捉
え
つ
つ
も
、
「
虚
構
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
述
懐
」
と
解

し
た
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
、
三
谷
邦
明
氏
は
末
尾
を
師
僧
の
書
簡
の
一
部

と
捉
え
、
書
簡
を
「
出
さ
れ
な
か
っ
た
手
紙
」
、
「
退
屈
を
慰
め
る
戯
文
」
と

解
釈
す
る
こ
と
で
、
末
尾
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
語
り
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が

崩
壊
す
る
と
し
、
「
昏
写
者
ま
で
も
を
弄
ん
で
い
る
戯
作
者
の
姿
が
浮
か
び
上

（5）

が
っ
て
く
る
」
と
述
べ
る
。
同
様
の
問
題
を
、
小
森
潔
氏
は
「
ゲ
ー
ム
」
と

（6）

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
視
点
か
ら
捉
え
た
。
視
点
の
異
な
り
が
読
み
の

世
界
を
豊
餞
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
一
方
で
、
出
発
点
と
な
る
本
文
の
理
解
が

い
ま
だ
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
抱
く
。
本

稿
で
は
表
現
の
背
景
を
探
り
文
脈
理
解
に
努
め
る
こ
と
で
、
枠
組
み
の
機
能
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
二
点
を
ふ
ま
え
、
作
品
世
界
を
支
え
る
背
景
に
つ
い
て
考
察

し
、
本
物
語
の
趣
向
ひ
い
て
は
特
質
の
二
柄
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
目

的
で
あ
る
。

一
　
冒
頭
の
枠
組
み
の
下
限
と
そ
の
機
能

ま
ず
、
冒
頭
の
枠
組
み
を
確
認
す
る
。

人
の
か
し
づ
く
む
す
め
を
、
故
だ
つ
僧
、
忍
び
て
語
ら
ひ
け
る
ほ
ど
に
、

年
の
は
て
に
、
山
寺
に
籠
る
と
て
、
「
旅
の
具
に
、
延
、
畳
、
盟
、
半
挿

貸
せ
」
と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、
女
、
長
延
、
何
か
や
、
一
つ
や
り
た
り
け

る
。
そ
れ
を
、
女
の
師
に
し
け
る
僧
の
間
き
て
、
「
わ
れ
も
物
借
り
に
や

ら
む
」
と
て
、
書
き
て
あ
り
け
る
文
の
言
葉
の
を
か
し
さ
に
、
書
き
写
し

（7）

て
侍
る
な
り
。
似
つ
か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
（
【
よ
し
な
し
ご
と
」
）

「
人
の
か
し
づ
く
む
す
め
」
を
「
故
だ
つ
僧
」
が
こ
っ
そ
り
と
懇
意
に
し
て

お
り
、
年
の
暮
れ
に
山
寺
へ
龍
も
る
と
い
う
の
で
、
「
旅
の
具
」
と
し
て
、

「
延
、
畳
、
盟
、
半
挿
貸
せ
」
と
言
っ
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
女
は
一
揃
い
用
立

て
て
や
っ
た
。
そ
れ
を
「
女
の
師
に
し
け
る
僧
」
が
耳
に
し
て
「
我
も
物
借
り

に
や
ら
む
」
と
番
い
た
手
紙
の
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
に
書
き
写
し
た
の
だ
、
と

ま
ず
書
写
者
に
よ
っ
て
書
簡
の
書
写
経
緯
が
明
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
書

写
者
の
こ
と
ば
と
あ
と
に
続
く
師
僧
の
書
簡
と
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
は
、
意
見

が
分
か
れ
て
い
る
。
書
写
者
の
言
を
「
似
つ
か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
」

〈8）

ま
で
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
直
後
の
「
唐
土
、
新
羅
に
住
む
人
、
さ
て
は
常
世

の
国
に
あ
る
人
、
わ
が
国
に
は
、
や
ま
が
つ
、
品
尽
の
こ
ひ
麿
な
ど
や
、
か
か

（9）

る
こ
と
ば
は
聞
こ
ゆ
べ
き
。
そ
れ
だ
に
も
。
」
ま
で
と
す
る
か
で
あ
る
。
両
者

と
も
可
能
性
が
存
す
る
。
が
、
師
僧
の
審
鰯
は
様
々
な
地
名
・
品
名
が
飛
び
交

い
、
想
像
力
が
壮
大
に
広
が
る
書
き
棟
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
と
「
唐
土
、
新
羅

に
住
む
人
、
さ
て
は
常
世
の
国
に
あ
る
人
」
以
下
の
表
現
の
特
色
が
似
通
う
。

よ
っ
て
、
「
似
つ
か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
」
ま
で
を
書
写
者
の
言
、



そ
の
あ
と
の
「
唐
土
」
以
下
を
書
簡
部
分
と
解
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
唐
土
」

以
下
は
師
僧
の
謙
辞
と
捉
え
る
。

書
写
者
は
自
ら
が
書
簡
を
写
す
理
由
を
、
「
文
の
言
葉
の
を
か
し
さ
」
の
た

め
と
記
し
た
。
こ
の
言
は
、
以
下
に
引
用
さ
れ
た
書
簡
の
読
み
を
誘
導
す
る
機

能
も
有
す
る
。
読
者
に
「
文
の
言
葉
の
を
か
し
さ
」
　
へ
の
着
目
を
要
求
す
る
の

で
あ
る
。
続
く
「
似
つ
か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
」
、
つ
ま
り
僧
の
書
簡

と
し
て
は
似
つ
か
わ
し
く
な
く
あ
き
れ
た
こ
と
で
す
、
と
い
う
書
写
者
の
師
僧

へ
の
皮
肉
は
、
一
方
で
荒
唐
無
稽
な
書
簡
に
接
し
生
ず
る
で
あ
ろ
う
読
者
の
非

難
を
先
取
り
し
封
じ
込
め
、
読
者
の
読
み
を
「
言
葉
の
を
か
し
さ
」
に
収
赦
さ

せ
る
た
め
の
し
か
け
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
部
分
に
は
「
書
き
写
し
て
侍
る
な
り
」
と
あ
り
、
「
侍
り
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
特
定
の
読
み
手
を
意
識
し
た
物
言
い
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
続
く
書
簡
部
分
と
の
関
係
か
ら
使
用
さ
れ
た
と
も
解
さ
れ
よ

う
。
物
語
に
は
そ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
部
分
に
続
き
、
物
語
を

書
き
写
し
た
人
物
の
こ
と
ば
を
記
す
末
尾
表
現
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
r
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
末
尾
、

か
へ
す
が
へ
す
、
た
だ
同
じ
さ
ま
な
る
御
心
の
う
ち
ど
も
の
み
ぞ
、
心
苦

し
う
と
ぞ
、
本
に
も
侍
る
。
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
探
か

り
け
る
御
志
ど
も
、
は
て
ゆ
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
な
は
、
と
り
ど
り
な
り

け
る
中
に
も
、
め
づ
ら
し
き
は
、
な
は
た
ち
ま
さ
り
や
あ
り
け
む
に
、
見

な
れ
た
ま
ふ
に
も
、
年
月
も
あ
は
れ
な
る
か
た
は
、
い
か
が
劣
る
べ
き
と
、

本
に
も
、
「
本
の
ま
ま
」
と
見
ゆ
。

は
、
こ
の
物
語
の
内
容
に
関
す
る
許
写
者
の
感
想
を
本
文
に
刻
む
。
恐
ら
く
作

者
の
所
為
と
考
え
ら
れ
、
手
の
込
ん
だ
枠
組
み
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
「
侍
り
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
「
侍
り
」
の
使
用

に
よ
っ
て
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
綴
る
部
分
と
は
異
な
る
文
体
が
形
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
「
書
写
者
の
こ
と
ば
」
に
通
じ
る
の
が
、
r
よ
し
な
し
ご

と
」
冒
頭
の
昏
筒
の
書
写
者
の
言
に
見
え
る
、
「
侍
り
」
を
用
い
た
文
体
で
は

な
い
か
。
r
よ
し
な
し
ご
と
」
に
お
い
て
は
杏
写
者
の
言
が
、
他
物
語
に
比
し

て
よ
り
詳
し
く
、
し
か
も
冒
頭
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
本
文
内

容
の
読
み
を
左
右
す
る
機
能
を
も
有
す
る
に
い
た
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

二
　
師
僧
の
書
簡
の
し
か
け
　
（
こ

こ
う
し
た
冒
頭
を
う
け
記
さ
れ
た
師
僧
の
書
簡
を
次
に
検
討
す
る
。
師
僧
の

書
簡
に
は
、
日
本
国
内
・
外
国
・
空
想
上
の
地
名
、
高
級
品
・
粗
悪
品
・
架
空

の
品
ま
で
、
幅
広
い
地
名
・
品
名
が
登
場
す
る
。
そ
の
言
葉
遊
び
の
お
も
し
ろ

（10）

さ
や
並
べ
方
の
妙
に
つ
い
て
は
諸
注
に
よ
り
指
摘
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
先

に
述
べ
た
通
り
、
枠
組
み
で
紹
介
さ
れ
た
娘
と
「
故
だ
つ
僧
」
　
の
関
係
を
背
後

（〓）

に
想
起
さ
せ
る
文
言
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。

ま
ず
、
古
筒
の
冒
頭
を
見
る
。

唐
土
、
新
羅
に
住
む
人
、
さ
て
は
常
世
の
国
に
あ
る
人
、
わ
が
国
に
は
、

「

　

－

や
ま
が
つ
、
品
尽
の
こ
ひ
磨
な
ど
や
、
か
か
る
こ
と
ば
は
聞
こ
ゆ
べ
き
。



そ
れ
だ
に
も
。
す
だ
れ
編
み
の
翁
は
、
か
し
た
い
し
の
む
す
め
に
名
立
ち
、

ト
に
1
－
－
1
－
．
－
－
－
－
－
1

腰
し
き
中
に
も
心
の
生
ひ
さ
き
は
ん
べ
り
け
る
に
な
む
。
そ
れ
に
も
劣
り

た
り
け
る
心
か
な
と
は
思
す
と
も
、
わ
り
な
き
こ
と
の
侍
り
て
な
む
。

（
r
よ
し
な
し
ご
と
」
）

〔
イ
〕
以
下
に
着
目
す
る
。
「
品
尽
の
こ
ひ
麿
」
は
恐
ら
く
本
作
品
の
造
語

ら
し
く
、
品
物
が
尽
き
る
意
の
「
晶
尽
」
に
名
前
風
の
「
こ
ひ
麿
」
が
付
加
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
「
こ
ひ
麿
」
　
の
　
「
こ
ひ
」
　
に
は
、
「
恋
」
あ
る
い
は

（12）

「
乞
」
の
字
が
当
て
ら
れ
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
は
こ
の
二
つ
の
掛
詞

と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
人
物
名
は
、
品
物
が
な
く
物

乞
い
を
す
る
恋
に
夢
中
の
男
、
と
い
う
意
に
解
さ
れ
よ
う
。
そ
ん
な
人
物
だ
っ

た
ら
こ
ん
な
言
葉
を
申
し
上
げ
る
で
し
ょ
う
が
、
と
は
じ
ま
る
前
置
き
は
、
娘

に
旅
の
具
を
依
頼
し
た
「
故
だ
つ
僧
」
を
多
分
に
意
識
し
た
物
言
い
で
あ
る
。

続
く
〔
ロ
〕
も
、
こ
れ
と
同
様
の
戯
れ
と
見
る
。
「
す
だ
れ
編
み
の
翁
」
・

「
か
し
た
い
し
」
の
典
拠
は
不
明
だ
が
、
「
す
だ
れ
編
み
」
の
方
は
以
下
の
用
例
、

・
r
書
記
し
承
安
三
年
（
二
七
三
）
七
月
九
日
条

、‖、

未
明
御
簾
福
等
、
令
召
遣
成
長
許
撃
、
今
日
内
令
編
出
料
也
、

・
「
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
し

み
の
翁
」
な
る
人
物
が
「
か
し
た
い
し
の
む
す
め
」
に
浮
き
名
が
立
ち
卑
し
い

な
が
ら
将
来
の
悟
り
の
望
み
が
あ
っ
た
と
い
う
話
は
、
「
故
だ
つ
僧
」
と
娘
の

恋
愛
を
対
照
し
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
引
か
れ
て
い
よ
う
。
続
く
〔
ハ
〕
は

直
接
に
は
「
す
だ
れ
編
み
の
翁
」
に
も
劣
る
と
す
る
師
僧
の
謙
遜
の
言
辞
で
あ

る
が
、
「
故
だ
つ
僧
」
を
も
意
識
し
た
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

師
僧
は
自
ら
を
卑
し
め
る
文
言
を
連
ね
る
と
見
せ
か
け
つ
つ
、
「
故
だ
つ
僧
」

と
娘
の
関
係
を
連
想
さ
せ
る
し
か
け
を
用
意
し
娩
曲
に
椰
稔
を
重
ね
て
い
る
。

師
僧
の
隠
遁
へ
の
思
い
が
記
さ
れ
た
後
、
書
簡
は
い
よ
い
よ
無
心
の
用
件
に
入
る
。

ま
づ
、
い
る
べ
き
物
ど
も
よ
な
。
（
略
）
　
畳
な
ど
や
侍
る
。
錦
端
、
高
麓

端
、
桔
禍
、
紫
端
の
畳
。
そ
れ
侍
ら
ず
は
、
布
べ
り
さ
し
た
ら
む
破
れ
畳

ト

山

．

「

1

1

に
て
ま
れ
、
貸
し
た
ま
へ
。
玉
江
に
刈
る
真
菰
に
ま
れ
、
逢
ふ
こ
と
交
野

ト

n

r

1

－

－

－

－

－

1

七
番
　
右

（14）

夕
ま
ぐ
れ
こ
す
の
間
と
は
る
月
影
は
く
ま
な
き
よ
り
も
あ
は
れ
な
る
か
な

に
見
え
る
「
御
腋
編
」
と
同
様
の
職
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
竹

取
の
翁
の
よ
う
な
卑
膿
の
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
　
「
す
だ
れ
編

の
原
に
あ
る
菅
菰
に
ま
れ
、
た
だ
あ
ら
む
を
貸
し
た
ま
へ
。
十
布
の
菅
菰

な
賜
ひ
そ
。
延
は
、
荒
磯
海
の
浦
に
う
つ
る
な
る
出
雲
延
に
ま
れ
、
生
の

松
原
の
ほ
と
り
に
出
で
乗
な
る
筑
紫
延
に
ま
れ
、
み
な
を
が
浦
に
刈
る
な

る
み
つ
ふ
さ
延
に
ま
れ
、
そ
こ
い
る
入
江
に
刈
る
な
る
田
並
延
に
ま
れ
、

EllllllllI－

七
条
の
純
延
に
ま
れ
、
侍
ら
む
を
貸
さ
せ
た
ま
へ
。
全
き
な
く
は
、
破
れ

延
に
て
も
、
貸
さ
せ
た
ま
へ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
よ
し
な
し
ご
と
」
）

〔
イ
〕
は
玉
江
で
刈
る
真
菰
の
粗
造
で
あ
る
が
、
以
下
の
「
高
菜
集
」
歌
に

l卜l′

は
じ
ま
る
歌
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
和
歌
的
表
現
で
も
あ
る
。

（
寄
レ
草
）

み

し

ま

え

の

　

た

ま

え

の

こ

も

を

　

し

わ

し

よ

り

　

お

の

が

と

そ

お

も

ふ

い

ま

だ

か

ら

わ

と

三
嶋
江
之
　
玉
江
之
薦
乎
　
従
二
標
之
一
己
我
跡
曽
会
　
社
レ
末
レ
苅



（
巻
第
七
哲
喩
歌
、
一
三
四
八
も

こ
の
「
三
嶋
江
の
」
歌
は
r
拾
遺
和
歌
集
」
（
巻
第
十
九
雑
恋
、
一
二
一
二
番
）

に
も
載
り
、
こ
ち
ら
で
は
第
二
句
中
の
「
こ
も
」
が
「
あ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
袖
中
抄
」
や
r
井
蛙
抄
」
に
は
引
用
本
文
の
か
た
ち
で
引
か
れ
て
い

る
。
流
布
の
本
文
の
形
態
に
問
題
が
残
る
も
の
の
、
少
な
か
ら
ず
人
口
に
胎
失

（17）

し
て
い
た
歌
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
当
時
の
読
み
手
と
り
わ
け
和
歌
の
世

界
に
通
じ
た
読
者
た
ち
は
、
物
語
本
文
か
ら
当
該
歌
を
想
起
し
た
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
引
用
歌
は
、
「
三
嶋
江
の
玉
江
の
薦
」
に
標
識
を
し

て
以
来
、
我
が
者
と
思
っ
て
い
る
、
ま
だ
刈
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
と
い

ぅ
意
で
、
「
三
嶋
江
の
玉
江
の
薦
」
が
愛
す
る
女
性
を
象
徴
し
、
「
苅
ら
ね
ど
」

は
そ
の
女
性
と
ま
だ
男
女
の
契
り
を
結
ん
で
い
な
い
こ
と
を
指
す
。
こ
の
歌
語

の
世
界
を
念
頭
に
置
く
と
、
物
語
本
文
の
「
玉
江
に
刈
る
真
菰
」
か
ら
は
す
で

に
男
性
と
通
じ
た
女
性
と
い
う
連
想
も
は
た
ら
く
。

同
様
に
、
〔
ロ
〕
も
歌
語
の
世
界
と
密
接
に
関
わ
る
。
以
下
の
「
後
撰
和
歌

集
」
歌
、

え
が
た
う
侍
り
け
る
女
の
家
の
ま
へ
よ
り
ま
か
り
け
る
を
見
て
、
い

づ
こ
へ
い
く
ぞ
と
い
ひ
い
だ
し
て
侍
り
け
れ
ば
　
藤
原
た
め
よ

を
想
起
さ
せ
る
。
昏
面
は
「
菰
」
を
所
望
す
る
文
言
で
あ
り
な
が
ら
、
女
性
の

所
望
を
も
連
想
さ
せ
る
し
か
け
が
施
さ
れ
て
お
り
、
師
僧
の
娘
に
対
す
る
挑
発

が
透
け
て
見
え
る
。

（19〉

続
く
〔
ハ
〕
は
、
r
袖
中
抄
」
や
r
俊
頼
髄
脳
」
に
載
る
以
下
の
歌
を
踏
ま
え
る
。

み
ち
の
く
の
と
ふ
の
す
が
ご
も
な
な
ふ
に
は
君
を
ね
さ
し
て
み
ふ
に
わ
れ
ね
ん

（
r
袖
中
抄
」
第
十
四
）

「
な
な
ふ
」
に
い
と
し
い
人
を
寝
せ
自
ら
は
「
み
ふ
」
に
寝
よ
う
と
あ
り
、
共

寝
相
の
広
い
鷹
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
修
行
の
旅
な
の
で
そ
ん
な
も
の
は

不
要
、
と
ふ
ざ
け
た
。
ち
な
み
に
、
同
歌
の
影
響
を
受
け
た
歌
が
院
政
期
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
散
見
す
る
。

F
久
安
百
首
」
、
二
七
五
番

（
恋
二
十
百
）

（
参
議
左
中
将
教
長
蜘
）

君
待
つ
と
と
ふ
の
す
が
ご
も
み
ふ
に
だ
に
寝
で
の
み
あ
か
す
夜
を
ぞ
重
ぬ
る

「
後
鳥
羽
院
御
集
」
、
八
八
九
番

（
冬
五
十
首
）

逢
ふ
事
の
か
た
の
へ
と
て
ぞ
我
は
ゆ
く
身
を
お
な
じ
な
に
思
ひ
な
し
つ
つ

（
巻
第
十
三
恋
五
、
九
一
七
番
）

の
例
か
ら
も
導
か
れ
る
よ
う
に
、
「
逢
ふ
こ
と
交
野
」
は
河
内
国
の
地
名
「
交

（18）

野
」
に
「
逢
ふ
こ
と
難
し
」
の
「
か
た
」
を
掛
け
て
お
り
、
通
い
が
た
い
女
性

ね
ぎ
め
す
る
と
ふ
の
す
が
ご
も
さ
え
わ
び
て
暁
ふ
か
く
千
鳥
鳴
く
な
り

「
み
ち
の
く
の
」
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
十
布
の
菅
菰
」
の
和
歌
世
界
に
お
け

る
連
想
は
、
平
安
の
終
わ
り
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
歌
人
た
ち
の
中
に
少
な
か

ら
ず
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
書
簡
の
文
言
は
そ
の
連
想
を
活
用
す
る

こ
と
で
、
師
僧
の
、
娘
へ
の
下
卑
た
戯
れ
を
演
出
し
て
い
る
。

次
に
、
〔
ニ
〕
を
見
る
。
「
七
条
の
縄
廷
」
の
用
例
は
管
見
に
入
る
限
り
見



出
せ
な
い
。
が
、
「
九
条
む
し
ろ
」
で
あ
れ
ば
時
代
は
か
な
り
く
だ
る
も
の
の
、

元
）

以
下
の
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
歌
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

こ
ひ
し
さ
の
こ
こ
ろ
も
の
べ
ぬ
ひ
と
り
ね
は
九
条
む
し
ろ
も
せ
ば
か
ら
ぬ
か
な

（
八
番
、
右
）

恋
心
も
発
散
し
な
い
さ
び
し
い
独
り
寝
に
は
「
九
条
む
し
ろ
」
も
狭
く
は
な
い
、

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
よ
る
と
、
「
九
条
む
し
ろ
」
は
独
り
寝
用
の

狭
い
経
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
九
条
」
は
京
の
九
条
を
指
し
、
こ
れ
を
振

り
「
七
条
の
縄
廷
」
と
い
う
品
名
が
捻
出
さ
れ
た
と
推
定
し
た
い
。
地
名
の

「
九
」
を
「
七
」
　
に
変
え
、
数
の
減
少
に
と
も
な
い
一
層
狭
い
延
を
読
者
に
連

想
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
ば
遊
び
で
あ
る
と
考
え
る
。
独
り
寝
用
の
狭
い
　
「
九

条
む
し
ろ
」
よ
り
も
も
っ
と
狭
い
　
「
七
条
の
縄
廷
」
　
で
あ
っ
て
も
こ
の
際
構
わ

な
い
、
と
い
う
意
と
読
む
。
こ
の
物
言
い
に
は
、
恋
愛
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
師
僧

の
僻
み
の
気
分
ま
で
も
が
揺
曳
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
も
と
と
な
る
「
九
条

む
し
ろ
」
自
体
が
「
よ
し
な
し
ご
と
」
成
立
当
時
流
通
し
て
い
た
の
か
、
あ
る

い
は
「
九
条
む
し
ろ
」
に
対
し
て
記
し
た
よ
う
な
連
想
が
は
た
ら
い
て
い
た
の

か
否
か
、
甚
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
。
手
が
か
り
が
乏
し
く
推
定
を
重
ね
る
恨
み
は

残
る
の
だ
が
、
以
上
記
し
た
よ
う
に
「
九
条
む
し
ろ
」
と
の
繋
が
り
を
読
ん
で

お
く
。
当
時
の
読
み
手
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
蓄
積
し
て
い
る
情
報
に
よ
っ
て

少
な
か
ら
ず
本
文
の
理
解
が
異
な
っ
て
く
る
文
言
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

む
し
ろ
、
様
々
に
表
現
の
意
味
を
想
像
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の

趣
向
の
一
つ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三
　
師
僧
の
書
簡
の
し
か
け
　
（
二
）

さ
ら
に
師
僧
の
書
簡
部
分
を
考
察
す
る
。

け
ぶ
り
が
崎
に
鋳
る
な
る
能
登
か
な
へ
に
て
も
、
真
土
が
原
に
作
る
な
る

h
じ
l
l
l
l
l
l
l
l
l

讃
岐
釜
に
も
あ
れ
、
石
上
に
あ
な
る
大
和
鍋
に
て
も
あ
れ
、
筑
麿
の
祭
に

重
ぬ
る
近
江
鍋
に
て
も
あ
れ
、
楠
葉
の
御
牧
に
作
る
な
る
河
内
鍋
に
ま
れ
、

い
ち
か
ど
に
打
つ
な
る
さ
が
り
に
ま
れ
、
と
む
、
片
岡
に
鋳
る
な
る
鉄
鍋

に
も
あ
れ
、
飴
鍋
に
も
あ
れ
、
貸
し
た
ま
へ
。
（
略
）
　
こ
れ
ら
侍
ら
ず
は
、

や
も
め
の
わ
た
り
の
い
り
豆
な
ど
や
う
の
物
、
賜
せ
よ
。（

r
よ
し
な
し
ご
と
」
）

〔
イ
〕
は
、
「
俊
頼
髄
脳
」
　
や
r
伊
勢
物
語
」
　
に
記
述
の
見
え
る
近
江
国
の

（〓）

筑
摩
神
社
の
祭
り
を
踏
ま
え
た
文
言
で
あ
る
。
祭
り
の
H
、
女
は
関
係
し
た
男

の
数
だ
け
土
鍋
を
か
ぶ
り
奉
納
し
た
と
い
う
。
こ
の
行
事
を
念
頭
に
「
俊
頼
髄

脳
」
に
載
る
、

近
江
な
る
ち
く
ま
の
祭
と
く
せ
な
む
つ
れ
な
き
人
の
な
べ
の
か
ず
見
む

U砺凸

二
四
〇
頁
）

が
詠
ま
れ
た
。
こ
の
歌
は
他
に
、
「
伊
勢
物
語
」
百
二
十
段
や
「
拾
遺
和
歌
集
」

（
巻
第
十
九
雑
恋
、
一
二
一
九
番
。
初
句
「
い
つ
し
か
も
」
、
第
三
句
「
は
や

せ
な
ん
」
）
、
r
袖
中
抄
j
　
（
第
三
句
「
は
や
せ
な
ん
」
）
　
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

当
該
歌
の
後
世
へ
の
影
響
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
、
例
え
ば
以
下
の
詠
歌
が
存

す
る
。



「
後
拾
遺
和
歌
集
」
第
十
八
雑
四
、
一
〇
九
八
番

御
あ
が
も
の
の
な
べ
を
も
ち
て
は
べ
り
け
る
を
台
ば
ん
ど
こ
ろ

よ
り
人
の
こ
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
つ
か
は
す
と
て
な
べ
に
か
き
つ

け
は
べ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
顕
綱
朝
臣

お
ぽ
っ
か
な
つ
く
ま
の
か
み
の
た
め
な
ら
ば
い
く
つ
か
な
べ
の
か
ず
は
い

る
べ
き

「
六
条
修
理
大
夫
集
j
、
六
五
番

七
条
に
て
人
人
あ
そ
び
し
つ
い
で
に
よ
み
し
恋
の
歌

と
し
も
へ
ぬ
つ
く
ま
の
神
に
事
よ
せ
て
な
べ
の
か
ず
に
も
人
の
い
れ
な
ん

「
筑
麿
の
祭
り
」
を
め
ぐ
る
話
題
は
、
当
時
の
人
々
に
か
な
り
浸
透
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
と
り
あ
げ
た
「
俊
頼
髄
脳
J
歌
は
、

筑
麿
の
祭
り
に
よ
っ
て
自
分
に
冷
淡
な
女
の
男
性
関
係
を
暴
い
て
や
ろ
う
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
物
語
本
文
の
「
筑
犀
の
祭
に
重
ぬ
る
」
に
は
、
娘
の
男
性

関
係
を
知
り
た
い
と
い
う
師
僧
の
屈
折
し
た
欲
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も
解

さ
れ
よ
う
。

続
く
〔
ロ
〕
を
見
る
。
r
梁
塵
秘
抄
」
に
以
下
の
よ
う
な
歌
謡
が
載
る
。

楠
葉
の
御
牧
の
土
器
造
、
土
器
は
造
れ
ど
娘
の
顔
ぞ
好
き
、
あ
な
愛
し
や
な

彼
女
皇
二
車
の
四
車
の
愛
敬
輩
に
打
ち
載
せ
て
　
受
領
の
北
の
方
と
言
は
せ
ぼ
や
、（23）

（
巻
第
二
、
三
七
六
番
）

「
楠
薬
の
御
牧
」
は
土
器
の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
土
器
は
造
れ

ど
娘
の
顔
ぞ
よ
き
、
あ
な
愛
し
や
な
」
か
ら
は
、
土
器
造
り
の
娘
が
色
香
漂
う

評
判
の
器
量
よ
し
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
物
語
本
文
に
、
そ
う
し
た
娘
ひ

い
て
は
女
性
一
般
へ
の
師
憎
の
興
味
を
想
定
す
る
の
は
深
読
み
に
過
ぎ
よ
う
か
。

以
上
、
書
簡
の
文
言
に
は
、
表
層
に
お
け
る
品
物
の
無
心
と
い
う
意
味
の
層

の
底
に
、
「
故
だ
つ
僧
」
と
娘
の
関
係
へ
の
椰
稔
や
皮
肉
、
娘
へ
の
挑
発
、
女

性
の
所
望
と
い
っ
た
師
僧
の
屈
折
し
た
欲
望
が
隠
微
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る

と
読
ん
で
き
た
。
そ
の
品
物
の
列
挙
を
締
め
く
く
る
の
が
、
〔
ハ
〕
で
あ
る
。

（24）

先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
や
も
め
」
は
寡
婦
、
「
い

り
豆
」
は
女
陰
の
異
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
品
名
は
卑
猥
な
連
想
を
喚
起

す
る
。
も
っ
と
も
、
「
い
り
豆
」
は
r
新
猿
楽
記
」
に
は
酒
の
肴
と
し
て
登
場

す
る
。

七
の
御
許
は
、
貪
飯
愛
酒
の
女
な
り
。
好
む
所
は
何
物
ぞ
。
（
略
）
、
酒

簑
ご

は
濁
鯵
、
肴
は
煎
豆
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
一
頁
）

こ
う
し
た
食
品
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
一
挙
に
猥
雑
な
笑
い
が
し
か
け
ら
れ
て
い

元
）

る
。
こ
こ
ま
で
燻
り
続
け
て
き
た
師
僧
の
欲
望
が
下
卑
た
露
骨
な
挑
発
と
な
っ

て
爆
発
し
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
あ
と
昏
筒
は
い
っ
た
ん
常
識
を
取
り
戻
す
。
が
、
受
け
渡
し
人
と
場
所

を
指
定
す
る
に
及
ん
で
、
再
び
日
常
を
逸
脱
し
戯
れ
の
性
格
を
帯
び
て
ゆ
く
。

続
く
本
文
を
引
用
し
よ
う
。

い
で
や
、
い
る
べ
き
物
ど
も
、
い
と
多
く
は
べ
り
。
せ
め
て
は
、
た
だ
、

足
鍋
ひ
と
つ
、
長
廷
ひ
と
つ
ら
、
盟
ひ
と
つ
な
む
い
る
べ
き
。
も
し
、
こ

れ
ら
貸
し
た
ま
は
ば
、
こ
こ
ろ
な
ら
む
。
人
に
な
賜
ひ
そ
。
こ
こ
に
使
ふ



ふ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

童
、
お
ほ
ぞ
う
の
か
け
ろ
二
、
う
み
の
水
の
あ
ら
十
い
ふ
、
二
人
の
童
べ

．
拝
し
　
　
　
ー

に
賜
へ
。
出
で
立
つ
所
は
、
科
戸
の
原
の
上
の
方
に
、
天
の
川
の
ほ
と
り

F
l
l
l
l

近
く
、
鶴
の
橋
詰
に
侍
り
。
そ
こ
に
必
ず
送
ら
せ
た
ま
へ
。
こ
れ
ら
侍
ら

ず
は
、
え
ま
か
り
の
ぼ
る
ま
じ
き
な
め
り
。
世
の
中
に
も
の
の
あ
は
れ
知

り
た
ま
ふ
ら
む
人
は
、
こ
れ
ら
を
求
め
て
賜
へ
。
な
は
、
世
を
憂
L
と
思

ひ
入
り
た
る
を
、
諸
心
に
い
そ
が
し
た
ま
へ
。
か
か
る
文
な
ど
、
人
に
見

せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
。
ふ
く
つ
け
た
り
け
る
も
の
か
な
と
、
見
る
人
も
ぞ
侍

る
。
御
か
へ
り
は
う
ら
に
よ
。
ゆ
め
ゆ
め
。
　
　
（
r
よ
し
な
し
ご
と
j
）

ま
ず
〔
イ
〕
に
着
目
し
た
い
。
風
神
を
「
級
長
戸
辺
命
」
と
い
い
、
「
大
祓

祝
詞
」
　
で
は
、

天
の
下
四
方
の
国
に
は
、
罪
と
い
ふ
罪
は
あ
ら
じ
と
、
科
戸
の
風
の
天
の（27〉

八
重
雲
を
吹
き
放
つ
事
の
如
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
二
五
頁
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
科
戸
の
原
」
は
風
の
起
こ
る
場
所
を
い
っ
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
れ
と
関
わ
り
の
あ
る
の
が
、
r
源
氏
物
語
j
朝
顔
巻
の
光
源
氏

の
こ
と
ば
、

「
あ
な
心
憂
。
そ
の
世
の
罪
は
み
な
科
戸
の
風
に
た
ぐ
へ
て
き
」

n
、
－
－

（
②
、
四
七
四
頁
）

で
あ
ろ
う
。
後
世
で
は
あ
る
が
、
当
該
箇
所
の
　
「
河
海
抄
」
　
の
注
、

を
も
勘
案
す
る
と
、
「
科
戸
の
風
」
は
一
般
に
罪
を
祓
い
清
め
る
風
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
娘
と
「
故
だ
つ
僧
」
の
禁
忌
の
恋
を
念
頭
に

置
く
と
、
物
語
本
文
の
「
科
戸
の
原
」
に
は
、
彼
ら
の
「
罪
」
を
祓
い
清
め
る

風
の
吹
く
原
、
と
い
う
連
想
も
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
か
。
禁
忌
の
恋
を
め
ぐ

る
「
罪
」
を
意
識
し
て
配
さ
れ
た
文
言
で
も
あ
る
可
能
性
が
存
し
ょ
う
。

こ
の
「
科
戸
の
原
」
の
上
の
方
に
、
受
け
渡
し
場
所
〔
ロ
〕
が
あ
る
。
「
鶏

の
橋
」
は
、
例
え
ば
以
下
の
「
後
拾
遺
和
歌
集
」
の
後
冷
泉
院
御
製
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、

七
月
七
日
、
二
条
院
の
御
か
た
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給
け
る

後
冷
泉
院
御
製

つ
み
と
か
は
し
な
と
の

か
せ
に
ま
か
せ
た
り
さ
す
ら
へ
ぬ
ら
ん
大
海
の
は

ら
に
／
東
南
の
風
を
志
郡
と
の
風
と
い
ふ
も
ろ
く
の
不
祥
を
吹
去
る
と

あ
ふ
こ
と
は
た
な
ば
た
つ
め
に
か
し
っ
れ
ど
わ
た
ら
ま
ほ
し
き
か
さ
さ
ぎ
の
は
し

（
第
十
二
恋
二
、
七
一
四
番
）

七
夕
の
夜
牽
牛
と
紐
女
が
逢
う
折
り
、
鶴
が
渡
す
橋
の
こ
と
で
あ
る
。
架
空
の

場
所
で
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
一
人
山
麓
も
り
を
し
よ
う

と
い
う
人
間
が
男
女
の
逢
瀬
に
関
わ
る
橋
の
た
も
と
で
待
つ
と
い
う
の
も
滑
稽

で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
に
も
娘
に
対
す
る
師
僧
の
秘
め
た
欲
望
が
揺
曳
し
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
師
憎
の
書
簡
は
淫
靡
な
欲
望
を
表
出
し
卑
猥
な
皮

肉
を
も
の
す
る
、
僧
ら
し
か
ら
ぬ
俗
性
に
溢
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
質
は
書

簡
の
冒
頭
近
く
の
、

云
々
　
（
略
）

（か〕

（
二
〇
二
頁
）

情
け
あ
る
御
心
と
は
聞
き
わ
た
り
て
侍
れ
ば
、
か
か
る
折
だ
に
聞
こ
え
む



と
て
な
む
。

や
、
書
簡
の
終
わ
り
近
く
の
、

（
r
よ
し
な
し
ご
と
J
）

世
の
中
に
も
の
の
あ
は
れ
知
り
た
ま
ふ
ら
む
人
は
、
こ
れ
ら
を
求
め
て
賜
へ
。

（
r
よ
し
な
し
ご
と
」
）

と
い
う
慰
勲
無
礼
で
屈
折
し
た
物
言
い
に
も
表
れ
て
い
よ
う
。

四
　
物
語
末
尾
の
位
置
づ
け

次
に
、
書
簡
を
包
む
物
語
末
尾
を
検
討
す
る
。

つ
れ
づ
れ
に
は
べ
る
ま
ま
に
、
よ
し
な
し
ご
と
ど
も
、
古
き
つ
く
る
な
り
。

聞
く
こ
と

の
あ
り
L
に
、
い
か
に
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
え
し
か
ば
、
風
の
昔
、

鳥
の
さ
へ
づ
り
、

虫
の
昔
、
浪
う
ち
寄
せ
し
声
に
、
た
だ
漆
へ
は
べ
り
し
ぞ
。

（
「
よ
し
な
し
ご
と
」
）

こ
の
部
分
、
師
僧
の
手
紙
の
追
伸
と
見
る
の
か
、
も
し
く
は
昏
写
者
の
政
文

（勤）

と
見
る
の
か
で
説
が
分
か
れ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
〔
イ
〕
の
一
文
と
〔
ロ
〕

の
一
文
と
は
別
に
捉
え
て
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。

〔
イ
〕
　
に
は
、
「
よ
し
な
し
ご
と
ど
も
、

書
き
つ
く
る
な
り
。
」
と
あ
る
。
こ

の
文
言
は
物
語
冒
頭
の
書
写
者
の
言
、
「
書
き
て
あ
り
け
る
文
の
言
葉
の
を
か

し
さ
に
、
書
き
写
し
て
侍
る
な
り
。
」
に
照
応
す
る
物
言
い
と
し
て
捉
え
ら
れ

（31）

よ
う
。
〔
イ
〕
は
、
番
写
者
が
自
ら
の
行
為
を
ま
と
め
た
文
言
と
し
て
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
方
〔
ロ
〕
の
中
の
「
聞
く
こ
と
」
は
、
一
文
を
蚊
文
つ
ま
り
書
写
者
の
言

と
捉
え
る
と
「
師
僧
が
奇
妙
な
書
簡
を
女
に
送
っ
た
と
い
う
噂
」
を
書
写
者
が

聞
い
た
と
読
め
、
師
僧
の
言
と
捉
え
る
と
「
女
が
「
故
だ
つ
僧
」
と
懇
意
に
し

て
お
り
、
旅
の
具
を
用
立
て
て
や
っ
た
と
い
う
噂
」
を
師
僧
が
間
い
た
と
読
め

る
。
ま
た
、
そ
の
す
ぐ
下
の
「
い
か
に
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
え
し
か
ば
」
は
、
書

写
者
の
言
と
解
す
る
と
「
番
写
者
が
師
僧
に
対
し
て
」
思
っ
た
と
読
め
、
師
僧

の
言
と
解
す
る
と
「
師
僧
が
女
に
対
し
て
」
思
っ
た
と
読
め
る
。
書
写
者
は
冒

頭
に
お
い
て
「
吉
き
て
あ
り
け
る
文
の
こ
と
ば
の
を
か
し
さ
に
詐
き
写
し
」
た

と
語
っ
て
お
り
手
紙
を
実
際
に
見
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
末
尾
に
至
っ
て
師

僧
の
例
の
噂
を
開
い
て
驚
い
た
と
設
定
さ
れ
、
こ
と
さ
ら
「
聞
く
」
こ
と
に
注

意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
少
し
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
聞
く
こ
と
」
と

い
う
文
言
か
ら
は
師
僧
が
開
い
た
と
読
む
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
冒

頭
の
「
女
の
師
に
し
け
る
僧
の
閉
き
て
」
に
、
末
尾
の
「
開
く
こ
と
の
あ
り
し
」

が
対
応
す
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
師
僧
の
言
と
思
わ
れ
る
最
後
の
一
文
に
は
、
「
開
く
こ
と

の
あ
り
U
に
」
、
「
お
ぼ
え
日
羽
ば
」
、
「
浪
う
ち
寄
せ
し
声
」
、
「
漆
へ
は
べ
り

い
ぞ
」
と
あ
り
・
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

（32）
い
る
。
師
僧
が
二
人
の
よ
く
な
い
噂
を
聞
い
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
困
っ
た
こ
と

だ
と
思
っ
た
こ
と
が
、
書
簡
執
筆
よ
り
も
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

の
は
不
自
然
で
は
な
い
。
が
し
か
し
、
古
簡
執
筆
時
点
及
び
そ
れ
以
降
に
関
わ

る
、
風
の
音
以
下
の
音
声
の
描
写
（
こ
れ
ら
の
音
は
の
ち
に
論
じ
る
よ
う
に
比

喩
的
な
意
味
合
い
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
）
や
、
そ
の
音
声
に
添
え



て
書
き
送
っ
た
と
い
う
行
為
ま
で
も
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る

点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
言
い
は
、
師
僧
が
娘
へ
奇
妙
な
昏
筒
を
送
っ
た

自
ら
の
過
去
の
行
為
に
対
し
て
、
時
間
を
お
き
弁
明
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取

れ
る
。
師
僧
の
書
簡
は
、
冒
頭
及
び
末
尾
の
一
文
〔
イ
〕
で
現
れ
る
書
写
者
の

語
り
に
よ
っ
て
ま
ず
縁
取
ら
れ
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
ち
、
そ
れ
を
目
に
し
た
師

僧
の
弁
明
、
〔
ロ
〕
に
よ
っ
て
再
び
そ
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
る
と
い
う
、
二

重
の
虚
構
の
枠
組
み
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

師
僧
の
文
言
と
解
し
た
末
文
は
、
「
い
か
に
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
え
し
か
ば
」

と
あ
り
、
師
僧
の
、
娘
と
「
故
だ
つ
僧
」
の
噂
へ
の
懸
念
の
心
情
が
読
み
と
れ

る
。
そ
れ
と
、
続
く
「
風
の
音
」
以
下
の
文
言
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

く
の
か
、
そ
の
意
味
合
い
を
さ
ら
に
追
求
し
た
い
。

五
　
極
楽
の
音
の
交
響

「
風
の
音
」
以
下
の
文
言
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
先
行
説
と
し
て
、
「
と

り
と
め
も
な
い
う
わ
さ
」
・
「
よ
し
な
い
物
」
・
「
自
然
の
声
」
等
の
読
み
が

石
）

提
出
さ
れ
て
い
る
。
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
用
例
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
考
察
し
て
み
た
い
。

「
風
」
・
「
鳥
」
・
「
虫
」
・
「
浪
」
の
音
の
組
み
合
わ
せ
は
、
以
下
に
掲

げ
る
「
う
つ
ほ
物
語
」
「
内
侍
の
か
み
」
の
巻
に
見
出
せ
る
。

「
そ
れ
が
不
定
な
る
に
こ
そ
、
あ
は
れ
な
れ
。
よ
し
、
お
も
と
に
も
、
草

木
と
な
る
と
も
、
こ
の
琴
の
昔
を
そ
れ
に
従
へ
て
、
こ
の
遊
ば
す
を
ば
承

り
て
、
鳥
の
声
に
て
も
承
り
て
む
。
草
と
な
ら
ば
、
虫
の
声
に
て
も
聞
き
、

山
と
な
ら
ば
、
風
の
音
に
て
も
聞
き
、
海
・
川
と
な
ら
ば
、
波
高
き
音
に

（
封
）

て
も
な
む
聞
か
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
四
三
三
頁
）

こ
れ
ら
の
音
は
、
内
侍
の
か
み
の
琴
の
音
色
を
よ
そ
え
る
も
の
と
し
て
並
べ
ら

れ
て
い
る
。

一
方
、
「
風
」
・
「
鳥
」
・
「
浪
」
の
昔
の
組
み
合
わ
せ
は
、
次
の
r
龍
鳴

抄
」
や
r
梁
塵
秘
抄
」
に
見
え
る
。

・
「
龍
鳴
抄
」
下
、
按
文
（
長
承
二
年
（
二
三
三
）
成
立
）

つ
れ
ぐ
な
る
ま
、
に
。
て
な
ら
ひ
の
時
々
さ
せ
る
日
記
も
ひ
か
ず
。
そ

の
し
る
L
と
も
な
き
事
を
。
心
に
う
ち
お
ほ
ゆ
る
ま
、
に
か
き
つ
け
た
一

り
。
（
略
）
月
の
あ
か
か
ら
ん
夜
。
よ
も
す
が
ら
あ
そ
び
て
は
は
ら
だ
、
1

0

L
か
ら
ん
こ
と
を
も
わ
す
れ
て
。
碗
剰
浄

－
書
鳥
の
声
も
。
風
の
音
も
。
・
－

い
け
の
な
み
も
。
と
り
の
さ
え
づ
り
も
。
こ
れ
か
や
う
に
こ
そ
は
め
で
た

云
）

か
ら
め
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
七
～
五
八
頁
）

・
r
梁
塵
秘
抄
j
巻
第
二
、
一
七
七
番

（
極
楽
歌
　
六
首
）

越
剋
副
土

出
瑚
叫
で
巧
さ
l
は
、
一
つ
も
徒
な
る
こ
と
ぞ
無
き
、
吹
く
風
立
つ

渡
鳥
も
皆
、
笥
粛
咄
ぶ
な

l
忍

r
龍
鳴
抄
」
で
は
「
極
楽
浄
土
の
」
と
あ
り
、
「
梁
塵
秘
抄
」
で
も
「
極
楽
浄

土
の
め
で
た
さ
は
」
と
あ
る
の
で
、
極
楽
浄
土
の
風
景
の
一
要
素
と
し
て
こ
れ

ら
の
昔
が
登
場
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
龍
鳴
抄
」
は
物
語
本
文
と
同



じ
く
「
と
り
の
さ
え
づ
り
」
と
い
う
物
言
い
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
表
現
は
時

代
が
く
だ
る
も
の
の
、
以
下
の
r
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
詠
法
華
経
和
歌
」

の
詠
歌
に
も
見
出
せ
る
。

開
仏
声
、
或
開
法
声
、
戎
聞
僧
声
。

（37）

（
一
七
八
～
一
七
九
頁
）

同
夏
日
陪
春
日
社
壇
詠
阿
弥
陀
経
和
歌

散
位
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
頼
活

さ
ま
ざ
ま

の
と
り
の
き
へ
づ
り
か
ぜ
の
お
と
き
く
も
み
射
り
刺
勘
彗
到
刊

（
三
五
番
）

こ
れ
ら
、
「
風
」
・
「
鳥
」
・
「
波
」
の
音
が
紙
り
な
す
極
楽
描
写
の
文
言
と

通
じ
る
の
が
、
次
の
例
等
で
あ
ろ
う
。

・
「
千
載
和
歌
集
」
巻
第
十
九
釈
教
歌
、
一
二
五
二
番

阿
弥
陀
経
の
心
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
康
頼

と
り
の
ね
も
狼
の
お
と
に
ぞ
か
よ
ふ
な
る
お
な
じ
御
の
り
を
と
け
ば
な
り
け
り

・
r
宝
物
集
j
巻
第
七

波
の
音
、
風
の
声
は
、
み
な
仏
道
増
進
の
妙
文
を
と
な
へ
、
一
切
の
草
木

元
）

は
こ
と
♪
l
l
I
く
沈
櫨
の
旬
を
な
せ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
八
頁
）

こ
う
し
た
表
現
の
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
以
下
に
引
用
し
た
r
無
量
寿

経
・
観
無
量
寿
経
」
の
「
八
功
徳
水
」
を
叙
し
た
部
分
、
及
び
「
阿
弥
陀

経
」
の
極
楽
の
鳥
の
声
や
風
の
音
を
叙
し
た
部
分
、
等
で
あ
る
。

・
r
無
量
寿
経
」

内
外
左
右
、
有
諸
浴
池
。
（
略
）
八
功
徳
水
、
湛
然
盈
洞
、
清
浄
香
潔
、

r
観
無
量
寿
経
」

次
当
想
水
。
想
水
者
、
極
楽
国
土
、
有
八
池
水
。
（
略
）
其
摩
尼
水
、
流

往
筆
問
、
尋
樹
上
下
。
其
声
微
妙
、
演
説
苦
空
常
無
我
諸
波
羅
蜜
、
復
有

讃
歎
、
諸
仏
相
好
者
。
如
意
珠
王
、
湧
出
金
色
微
妙
光
明
。
其
光
化
為
、

．・．－－－－－－－－－－－－　　　．－－－1　　　－　－　－　－1－　－・－　－－－・－・－・－－・－．171

百
宝
色
鳥
。
和
鳴
哀
雅
、
常
讃
念
仏
合
法
念
僧
。
是
為
八
功
徳
水
想
、
名

第
五
観
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
四
～
五
五
郎
）

r
阿
弥
陀
経
」

複
次
、
舎
利
弗
、
披
国
常
有
、
種
種
奇
妙
稚
色
之
鳥
。
自
鴇
、
孔
雀
、
勘

鵜
、
舎
利
、
迦
陵
頻
伽
、

共
命
之
鳥
。
是
諸
衆
鳥
、
昼
夜
六
時
、
出
和
雅

味
如
甘
露
。
（
略
）
波
揚
無
恵
自
然
妙
声
。
随
其
所
応
、
莫
不
間
者
。
現

剖
「
郡
部
珂
喝
1
型
埋
－
惑
司
●
月
等
撼
硝
4
－
1
ぺ
習
現
鋪
「
扇
剋
笥
壇
。

其
土
衆
生
、
聞
是
普
巳
、
皆
悉
念
仏
念
法
念
僧
。
（
略
）
酎
疋
l
喝
－
簡

是
阿
弥
陀
仏
、
欲
令
法
昔
宣
流
、
変
化
所
作
。
舎
利
弗
、
彼
仏
国
土
、
微

風
吹
動
、
諸
宝
行
樹
、
及
宝
羅
網
、
出
微
妙
音
。
誓
如
百
千
種
楽
、
同
時

倶
作
。
聞
是
音
者
、
皆
自
然
生
、
念
仏
念
法
念
僧
之
心
。
舎
利
弗
、
其
仏

国
土
、
成
就
如
是
、
功
徳
荘
厳
。
　
　
　
（
一
三
七
⊥
三
八
郎
）

こ
れ
ら
の
音
色
は
皆
、
法
を
説
き
明
か
す
声
と
し
て
の
機
能
を
備
え
る
。
以
上

の
用
例
を
眺
め
る
と
、
経
文
に
そ
の
源
流
を
持
つ
極
楽
の
点
景
と
し
て
の

「
風
」
・
「
鳥
」
・
「
波
」
の
音
を
め
ぐ
る
叙
述
は
、
文
学
表
現
の
中
に
か
な

り
広
汎
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
師
僧
の
言
は
、
こ
う
し
た

「
風
」
・
「
鳥
」
・
「
披
」
の
音
を
め
ぐ
る
伝
統
を
踏
ま
え
た
文
言
と
し
て
解

11



せ
よ
う
。

た
だ
し
r
よ
し
な
し
ご
と
」
の
場
合
、
こ
れ
に
「
虫
の
昔
」
が
加
わ
っ
て
い

る
。
「
虫
の
昔
」
は
、
文
学
世
界
に
お
い
て
哀
れ
を
催
す
自
然
の
音
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
が
多
い
。
r
源
氏
物
語
」
桐
貢
巻
で
は
、
愛
す
る
更
衣
を
失
っ
た

桐
壷
帝
の
悲
し
み
が
、

風
の
音
、
虫
の
音
に
つ
け
て
、
も
の
の
み
悲
し
う
忠
さ
る
る
に
、

（
①
、
三
五
頁
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
r
よ
し
な
し
ご
と
」
は
、
極
楽
の
法
を
説
く
音
に
こ
う
し

た
「
虫
の
音
」
を
取
り
混
ぜ
、
少
し
戯
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

末
文
に
引
か
れ
た
音
は
、
自
然
の
発
す
る
昔
で
あ
り
、
同
時
に
極
楽
浄
土
の

悟
り
に
導
く
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
後
に
湛
え
て
い
る
と
読
み
た
い
。
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
音
に
書
簡
を
添
え
た
と
い
う
師
佃
の
言
は
、
娘
を
取
り
巻
く
噂
を
懸

念
し
、
彼
女
を
諌
め
彼
女
に
悟
り
を
促
す
た
め
に
杏
妙
な
書
簡
を
杏
い
た
の
だ

と
い
う
、
師
佃
の
弁
明
あ
る
い
は
言
い
訳
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昏

簡
部
分
で
俗
を
極
め
た
師
憎
の
真
意
が
最
後
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、

法
を
説
く
師
佃
の
聖
性
が
顔
を
覗
か
せ
、
物
語
の
意
味
が
逆
転
す
る
。
そ
の
聖

性
を
盛
り
上
げ
る
の
が
こ
れ
ら
の
音
色
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
末
文
は
師
僧

自
ら
の
こ
と
ば
を
記
す
体
裁
を
採
る
の
で
、
そ
れ
が
正
当
な
弁
明
で
あ
る
の

か
、
も
し
く
は
苦
し
紛
れ
の
言
い
訳
な
の
か
、
そ
の
判
断
は
読
み
手
に
委
ね
ら

れ
る
。
真
相
は
「
薮
の
中
」
と
い
っ
た
語
り
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

六
　
師
僧
に
よ
る
罪
の
諌
め
と
「
仏
名
」
　
の
時
空

と
こ
ろ
で
、
物
語
冒
頭
に
お
け
る
時
間
設
定
は
「
年
の
は
て
」
　
で
あ
っ
た
。

師
僧
に
よ
る
罪
の
諌
め
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
当
該
物
語
の
一
面
と
し
て
読
み
取

る
な
ら
、
こ
の
時
間
設
定
と
モ
チ
ー
フ
と
の
問
に
は
少
な
か
ら
ず
密
接
な
関
係

が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

冒
頭
の
「
年
の
は
て
」
と
い
う
時
間
は
、
「
故
だ
つ
僧
」
が
山
寺
に
籠
る
こ

と
に
な
っ
た
時
期
を
直
接
に
は
指
す
。
が
し
か
し
、
そ
の
後
出
来
し
た
娘
に
よ

る
「
故
だ
つ
僧
」
　
へ
の
品
物
の
調
達
、
師
僧
に
よ
る
書
簡
執
筆
と
い
う
事
態
を

も
統
括
す
る
時
間
と
し
て
機
能
し
て
い
よ
う
。
一
方
、
末
文
に
流
れ
る
師
僧
の
一

時
間
の
現
在
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
冒
頭
の
時
間
と
は
一
線
を
画
　
1
2

す
べ
き
で
あ
る
が
、
雷
恰
執
筆
時
を
振
り
返
り
そ
の
時
点
に
お
け
る
自
ら
の
行
－

為
の
弁
明
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
師
佃
の
「
年
の
は
て
」
の
時
間
の
再
定
義

と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
年
の
は
て
」
と
は
、
一
体
い
か
な
る
時
間
と
し
て
平
安
か
ら
鎌
倉
に

か
け
て
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
年
中
行
事
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め

る
と
、
仏
名
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
仏
名
は
、
過
去
・
現

在
・
未
来
の
三
千
の
仏
の
名
を
唱
え
て
、
そ
の
年
の
罪
業
を
俄
悔
し
消
滅
さ
せ

る
法
会
で
あ
る
。
r
三
宝
絵
j
は
、
仏
名
を
十
二
月
の
仏
事
と
し
て
掲
げ
て
い

（40）る
。
承
和
の
頃
以
降
、
仏
名
は
恒
例
の
行
事
と
な
り
、
導
師
を
招
い
て
宮
中
で

も
貴
族
の
家
で
も
催
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
「
御
堂
関
白
記
」
　
の
長
和
元
年
二



〇
一
二
）
十
二
月
の
記
述
を
見
る
と
、
二
十
四
日
条
に
「
内
裏
御
悌
翫
∵
二

十
七
日
条
に
「
今
夜
中
宮
・
春
宮
御
悌
名
」
と
あ
る
。

年
中
行
事
の
仏
名
が
は
じ
め
て
勅
撰
集
の
主
題
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
、

r
拾
遺
和
歌
集
」
冬
歌
の
巻
末
近
く
で
あ
る
（
巻
第
四
冬
、
二
五
七
l
一
六
〇

番
）
。
例
え
ば
、

屏
風
の
ゑ
に
、
仏
名
の
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
の
ぶ

お
き
あ
か
す
霜
と
と
も
に
や
け
さ
は
み
な
冬
の
夜
ふ
か
き
つ
み
も
け
ぬ
ら
ん

延
喜
御
時
の
屏
風
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

年
の
内
に
つ
も
れ
る
つ
み
は
か
き
く
ら
し
ふ
る
白
雪
と
と
も
に
き
え
な
ん

（
二
五
七
二
一
五
八
番
）

と
あ
り
、
罪
業
消
滅
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
歌
が
屏
風
歌
で
あ
っ
た

点
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
和
漢
朗
詠
集
」
に
も
冬
の
景
物
と
し
て
「
仏
名
」

が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
巻
上
冬
・
仏
名
、
三
九
三
⊥
二
九
六
番
）
。
仏
名

は
、
歳
末
の
行
事
と
し
て
人
々
に
認
知
さ
れ
定
着
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

「
源
氏
物
語
」
で
は
、
紫
の
上
の
死
後
、
彼
女
を
思
慕
し
っ
つ
一
年
を
過
ご
す

光
源
氏
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
幻
巻
の
巻
末
近
く
に
、
年
の
終
わ
り
の
仏
名
の
記

事
が
見
え
る
。

御
仏
名
も
今
年
ば
か
り
に
こ
そ
は
と
思
せ
ば
に
や
、
常
よ
り
も
こ
と
に
錫

杖
の
声
々
な
ど
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
行
く
末
な
が
き
こ
と
を
請
ひ
願
ふ

も
、
仏
の
聞
き
た
ま
は
ん
こ
と
か
た
は
ら
い
た
し
。
雪
い
た
う
降
り
て
、

ま
め
や
か
に
積
も
り
に
け
り
。
導
師
の
ま
か
づ
る
を
御
前
に
召
し
て
、
盃

な
ど
常
の
作
法
よ
り
も
、
さ
し
分
か
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
と
に
禄
な
ど
賜
す
。

（
④
、
五
四
八
～
五
四
九
頁
）

人
生
最
後
の
仏
名
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
ゆ
え
か
、
源
氏
の
感
慨
は
深
い
。

導
師
へ
の
禄
な
ど
も
格
別
に
与
え
た
。
出
家
の
志
を
抱
き
人
生
の
区
切
り
を
間

近
に
控
え
た
源
氏
が
、
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
り
形
式
的
色
合
い
の
濃
い
も
の

と
は
い
え
、
一
年
の
終
わ
り
に
そ
の
年
を
振
り
返
る
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
は
、

ひ
と
き
わ
述
懐
的
趣
き
が
漂
う
。
月
次
屏
風
や
和
歌
・
漢
詩
の
世
界
で
醸
成
さ

れ
て
き
た
仏
名
の
時
空
を
、
物
語
は
有
効
に
活
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
見
て
き
た
仏
名
の
文
学
的
空
間
が
、
「
よ
し
な
し
ご
と
」
に
も
別
の
か

た
ち
で
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
該
物
語
の
「
年
の
は
て
」
一

と
い
う
時
間
の
設
定
、
及
び
師
僧
に
よ
る
罪
の
諌
め
の
文
脈
の
形
成
の
背
後
に
　
1
3

は
、
罪
業
を
慨
悔
し
消
滅
さ
せ
る
歳
末
恒
例
の
仏
名
の
世
界
が
横
た
わ
っ
て
い
ー

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

r
よ
し
な
し
ご
と
」
の
書
簡
部
分
と
そ
れ
を
包
む
枠
組
み
と
の
関
わ
り
の
検

討
を
通
し
て
、
当
該
物
語
の
考
察
を
試
み
た
。
師
僧
の
も
の
し
た
書
簡
部
分
か

ら
は
、
娘
と
「
故
だ
つ
僧
」
へ
の
椰
稔
や
師
僧
の
屈
折
し
た
欲
望
が
読
み
と
れ
、

僧
ら
し
か
ら
ぬ
俗
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
役
割

を
持
つ
の
が
、
書
写
者
の
言
と
こ
れ
を
受
け
た
末
尾
の
師
僧
の
言
で
あ
る
。
書

写
者
が
冒
頭
に
お
い
て
「
文
の
言
葉
の
を
か
し
さ
」
に
注
目
し
、
「
似
つ
か
ず
、



あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
」
と
椰
旅
し
、
末
尾
に
お
い
て
「
よ
し
な
し
ご
と
ど
も
」

と
評
し
た
の
に
対
し
、
師
僧
は
書
簡
執
筆
の
理
由
を
娘
を
諭
す
た
め
で
あ
っ
た

と
弁
明
す
る
。
後
者
か
ら
は
師
佃
の
聖
性
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

言
は
、
こ
の
書
簡
の
一
面
の
性
質
を
言
い
当
て
て
い
よ
う
。
が
、
そ
れ
が
客
観

的
な
真
実
で
あ
る
保
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
書
簡
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
を

包
む
書
写
者
の
言
も
師
僧
の
言
も
対
象
化
す
る
位
置
に
こ
の
物
語
の
語
り
の
地

平
は
あ
る
、
と
考
え
る
。

末
尾
は
、
こ
の
物
語
に
い
わ
ば
落
ち
を
つ
け
る
た
め
に
械
能
し
て
い
る
。
堤

中
納
言
物
語
を
眺
め
る
と
、
末
尾
に
意
外
な
結
末
を
用
意
し
読
者
を
驚
か
せ
る

様
式
を
備
え
る
作
品
と
し
て
「
花
桜
折
る
少
将
」
や
「
は
い
ず
み
」
等
が
見
出

せ
る
。
r
よ
し
な
し
ご
と
」
　
の
末
尾
は
、
こ
う
し
た
短
編
物
語
に
共
通
す
る
手

法
と
い
う
観
点
か
ら
も
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
題
名
は
「
よ
し
な
し
ご
と
」
　
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
直
接
に
は

末
尾
の
書
写
者
の
言
「
よ
し
な
し
ご
と
ど
も
、
書
き
つ
く
る
な
り
」
を
踏
ま
え

た
文
言
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ず
書
写
者
の
謙
遜
が
含
ま
れ
て
い
よ

う
。
た
だ
し
、
題
名
は
こ
の
書
写
者
の
評
を
も
越
え
る
物
語
全
体
を
耗
括
す
る

視
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
文
言
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
指
摘
し
た
引

用
と
語
り
の
趣
向
を
用
い
、
壮
大
な
こ
と
ば
の
戯
れ
を
演
出
し
た
、
こ
の
虚
構

の
物
語
全
体
を
言
い
表
す
文
言
で
あ
る
と
も
考
え
る
。
作
者
は
こ
の
企
て
に

「
よ
し
な
し
ご
と
」
と
い
う
自
嘲
の
こ
と
ば
を
冠
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時

に
自
負
の
こ
と
ば
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

〔注〕（
1
）
雨
宮
隆
雄
「
堤
中
納
言
「
よ
し
な
し
ご
と
」
考
－
其
の
虚
構
に
拠
る
笑
の
趣
向
に
就

い
て
⊥
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
四
一
輯
、
六
八
年
二
一
月
）
、
寺
本
直
彦
「
堤
中
納

言
物
語
「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
平
安
後
期
の
成
立
か
I
 
r
和
泉
往
来
」
と
の
関
係
な

ど
⊥
（
「
青
山
語
文
」
第
一
一
号
、
八
一
年
三
月
。
の
ち
、
同
著
「
物
語
文
学
論
考
」

九
一
年
、
風
間
蟹
房
、
所
収
）
、
他
。

（
2
）
雨
宮
氏
は
注
1
の
論
文
に
お
い
て
、
「
そ
れ
は
、
「
女
」
を
窮
め
よ
う
と
い
う
意
図
と

共
に
、
（
略
）
「
故
だ
つ
佃
」
に
対
し
て
の
非
杜
を
も
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
」
と
述
べ
た
。

（
3
）
小
峯
和
明
「
よ
し
な
し
ご
と
」
（
三
谷
栄
l
編
r
体
系
物
語
文
学
史
」
第
三
巻
、
八
三

年
、
有
粕
堂
）
。

（
4
）
神
田
龍
身
「
よ
し
な
し
ご
と
（
物
語
の
視
界
5
0
選
）
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四

六
巻
第
一
二
号
、
八
一
年
二
月
）
。

（
5
）
三
谷
邦
明
「
物
語
文
学
の
極
北
－
堤
中
納
言
物
語
r
よ
し
な
し
ご
と
」
の
方
法
あ
る

い
は
終
焉
の
祝
翠
⊥
（
「
横
浜
市
立
大
学
論
叢
」
八
六
年
三
月
。
の
ち
、
r
物
語
文
学

の
方
法
且
八
九
年
、
有
精
堂
、
所
収
）
。

（
6
）
小
森
潔
「
ゲ
ー
ム
l
一
一
史
指
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
r
堤
中
納
言
物
語
J
「
よ
し
な
し
ご
と
」

⊥
（
物
語
研
究
会
碍
　
新
物
語
研
究
1
r
物
語
と
メ
デ
ィ
ア
」
九
三
年
、
有
相
生
）
。

（
7
）
堤
中
納
言
物
語
の
引
用
本
文
は
、
宮
内
庁
吉
陵
部
蔵
本
（
r
影
印
本
堤
中
納
言
」
、
笠

間
書
院
）
を
底
本
と
し
、
他
本
に
よ
り
私
に
校
訂
し
た
も
の
を
用
い
る
。
な
お
、
引

用
本
文
に
は
適
宜
傍
線
を
付
し
た
。

（
8
）
清
水
泰
著
r
堤
中
納
言
物
語
評
繹
」
　
（
二
九
年
、
文
献
書
院
）
1
【
清
水
、
評
梓
】
、

松
村
誠
一
校
註
　
日
本
古
典
全
書
r
堤
中
納
言
物
語
」
（
五
l
年
、
朝
日
新
聞
社
）
1

【
松
村
、
全
書
㌢
寺
本
直
彦
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
r
堤
中
納
言
物
誠
巴
（
五
七

年
、
岩
波
昏
店
）
I
 
t
寺
本
、
大
系
「
松
尾
聡
著
r
堤
中
納
言
物
語
全
釈
」
（
七
一

年
、
笠
間
昏
院
）
1
【
松
尾
、
全
釈
】
、
稲
賀
敬
二
校
注
・
訳
　
日
本
古
典
文
学
全
集
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r
堤
中
納
言
物
置
（
七
二
年
、
小
学
館
）
1
【
稲
賀
、
全
集
】
、
土
岐
武
治
著
r
堤
中

納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
二
七
六
年
、
風
間
書
房
）
I
【
土
岐
、
注
釈
的
研
究
】
、

三
角
洋
一
仝
訳
注
　
講
談
社
学
術
文
庫
r
堤
中
納
言
物
琶
（
八
一
年
、
講
談
社
）
1

【
三
角
、
学
術
】
、
池
田
利
夫
訳
注
　
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
r
堤
中
納
言
物
芭
（
八
八

年
、
旺
文
社
）
1
【
池
田
、
対
訳
】
、
大
槻
修
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
堤
中

納
言
物
語
」
（
九
二
年
、
岩
波
書
店
）
1
【
大
槻
、
新
大
系
】
、
稲
賀
敬
二
校
注
・
訳

新
編
日
杢
出
典
文
学
全
集
r
堤
中
納
言
輯
芭
（
二
〇
〇
〇
年
、
小
学
館
）
1
【
稲
賀
、

新
婦
全
集
】
、
注
1
両
宮
論
文
、
他
。
以
下
、
注
釈
書
名
は
略
号
に
て
記
す
。

（
9
）
山
岸
徳
平
著
r
堤
中
納
言
物
語
仝
註
解
」
（
六
二
年
、
有
精
堂
）
1
【
山
岸
、
仝
註
解
】
、

山
岸
徳
平
訳
注
　
角
川
文
庫
r
堤
中
約
一
一
一
一
品
芭
（
六
三
年
、
角
川
書
店
）
1
【
山
岸
、

角
川
】
、
塚
原
鉄
雄
校
注
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
r
堤
中
納
言
物
語
」
（
八
三
年
、
新

潮
社
）
1
【
塚
原
、
集
成
】
、
注
5
三
谷
論
文
、
他
。

（
1
0
）
謂
注
釈
書
、
注
3
小
峯
論
文
、
注
5
三
谷
論
文
、
他
。

（
‖
）
濱
千
代
持
氏
は
「
よ
し
な
し
ご
と
」
（
山
岸
徳
平
編
　
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
r
堤
中
納

言
物
菟
巴
五
九
年
、
角
川
書
店
、
所
収
）
に
お
い
て
、
「
宛
先
の
女
が
鯉
愛
し
て
い
る

の
を
意
識
し
た
語
句
を
抜
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
」
と
し
、
本
文
中
の
文
言
を
抜

き
書
き
し
て
い
る
。

（
望
「
恋
麿
」
説
は
【
清
水
、
評
愕
】
、
【
松
村
、
全
書
】
、
【
寺
本
、
大
系
】
、
【
松
尾
、
仝
釈
】
、

【
土
岐
、
注
釈
的
研
究
】
、
【
塚
原
、
集
成
】
、
【
池
田
、
対
訳
】
、
【
大
槻
、
新
大
系
】
・

他
。
「
乞
麿
」
説
は
【
山
岸
、
仝
註
解
】
、
【
山
岸
、
角
川
r
【
稲
賀
、
全
集
】
、
【
三
角

学
術
】
、
【
稲
賀
、
新
編
全
集
r
他
。

（
1
3
）
増
補
史
料
大
成
（
臨
川
書
店
）
に
拠
る
。

（
1
4
）
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
和
歌
の
引
用
は
同
書
に

拠
る
。

（
1
5
）
【
塚
原
、
集
成
】
が
、
当
該
【
密
集
集
」
歌
を
頭
注
に
引
用
し
て
い
る
。

（
1
6
）
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
共
著
「
萬
棄
集
　
本
文
周
二
六
三
年
、
精
華
畳

に
拠
る
。

（
け
）
「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
末
期
、
降
っ
て
も
鎌

倉
時
代
初
期
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

（
1
8
）
諸
注
釈
書
に
よ
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
諸
注
釈
書
に
よ
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
型
【
寺
本
、
大
系
】
及
び
【
塚
原
、
集
成
】
が
当
該
歌
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
り
、
特
に

後
者
は
積
極
的
に
関
連
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

（
2
1
）
繹
注
釈
書
に
よ
り
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
竺
橋
本
不
美
男
校
注
・
訳
　
日
本
古
典
文
学
全
集
r
歌
論
集
二
七
五
年
、
小
学
館
）
に

拠
る
。

（
器
）
小
林
芳
規
・
武
石
彰
夫
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
r
梁
塵
秘
抄
」
（
九
三
年
、
岩

波
書
店
）
。
以
下
、
r
梁
塵
秘
抄
」
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

（
空
【
山
岸
、
仝
註
解
】
で
は
、
「
や
も
め
は
、
後
家
即
ち
寡
婦
。
寡
婦
の
あ
た
り
の
い
り

豆
。
敷
…
（
い
り
）
豆
は
女
陰
の
異
称
で
あ
る
。
よ
し
な
し
事
を
、
面
白
く
ふ
ざ
け
て

書
い
た
の
で
あ
る
が
、
表
面
に
は
、
食
物
た
る
「
い
り
豆
」
と
言
っ
て
居
る
。
」
と
説

明
す
る
。
同
様
の
見
解
が
【
塚
原
、
集
成
】
、
注
3
小
峯
論
文
、
注
4
神
田
論
文
、
注

5
三
谷
論
文
に
見
え
、
【
稲
賀
、
新
編
全
集
】
も
「
急
に
卑
猥
な
連
想
へ
飛
躍
し
た
お

か
し
さ
」
と
す
る
。
【
三
角
、
学
術
】
は
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
㌶
）
重
松
明
久
校
注
　
古
典
文
庫
r
新
猿
楽
記
・
雲
州
消
息
」
（
八
二
年
、
現
代
思
潮
社
）

に
拠
る
。

（
埜
こ
れ
か
ら
山
籠
り
し
て
修
行
し
よ
う
と
い
う
僧
が
酒
の
肴
を
所
望
す
る
お
か
し
み
も
、

あ
る
い
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
竺
武
田
祐
吉
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
r
祝
詞
」
（
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

な
お
、
こ
の
用
例
の
指
摘
は
【
寺
本
、
大
系
r
他
に
見
え
る
。

（
竺
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
（
九
四
年
～
、
小
学
館
）
。
以
下
、
r
源
氏
物
語
」
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。
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（
乃
）
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
第
」
ハ
巻
r
河
海
砂
・
花
鳥
余
情
」
（
七
八
年
、
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
）
　
に
拠
る
。

（
型
師
僧
の
手
紙
の
追
伸
と
見
る
の
は
【
清
水
、
評
繹
】
、
【
三
角
、
学
術
】
、
【
塚
原
、
集

成
】
、
【
大
槻
、
新
大
系
】
、
注
1
雨
宮
論
文
、
注
5
三
谷
論
文
、
注
6
小
森
論
文
、
他
。

按
文
の
場
合
の
解
釈
も
並
記
し
っ
つ
、
追
伸
説
を
と
る
の
が
【
寺
本
、
大
系
】
、
【
松

尾
、
全
釈
】
、
【
稲
賀
、
全
集
】
、
【
稲
賀
、
新
編
全
集
】
、
他
。
一
方
、
書
写
者
の
按
文

と
見
る
の
は
【
山
岸
、
仝
註
解
】
、
【
山
岸
、
角
川
】
、
注
3
小
峯
論
文
、
注
4
神
田
論

文
、
他
。
【
池
田
、
対
訳
】
は
、
師
僧
の
追
伸
の
場
合
の
解
釈
も
提
示
し
っ
つ
按
文
説

を
掲
げ
る
。

（
聖
【
稲
賀
、
新
編
全
集
】
は
往
3
0
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
「
以
下
（
私
注
、
「
つ
れ
づ
れ
」
以

下
の
本
文
）
は
僧
の
手
紙
の
追
伸
」
と
し
な
が
ら
も
、
当
該
本
文
に
つ
い
て
、
「
以
下

は
消
息
文
を
写
し
た
人
の
按
文
で
、
冒
頭
の
「
書
き
写
し
て
は
べ
る
な
り
」
に
照
応

す
る
か
。
」
と
述
べ
た
頭
注
を
付
し
、
按
文
の
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
。

（
3
2
）
平
成
十
二
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
い
て
同
題
で
口
頭
発

表
し
た
際
、
妹
尾
好
信
先
生
よ
り
、
当
該
本
文
に
お
け
る
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の

使
用
等
を
根
拠
に
師
僧
の
「
あ
と
が
き
」
で
は
な
い
か
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
翌
「
と
り
と
め
も
な
い
う
わ
さ
」
（
【
寺
本
、
大
系
】
。
同
様
の
意
見
が
【
松
村
、
全
書
】
、

【
松
尾
、
仝
釈
】
、
【
稲
賀
、
全
集
】
、
t
塚
原
、
集
成
】
、
【
大
槻
、
新
大
系
】
、
【
稲
賀
、

新
編
全
集
】
、
注
5
三
谷
論
文
、
他
に
見
え
る
）
、
「
一
般
的
に
は
、
よ
し
な
い
物
」

（
【
山
岸
、
仝
註
解
】
、
【
山
岸
、
角
川
】
）
、
「
自
然
に
お
耳
に
達
す
る
と
（
【
池
田
、
対

訳
】
）
、
「
哀
れ
を
催
す
自
然
の
音
（
情
景
の
重
な
る
）
と
聞
え
て
来
る
噂
と
を
懸
け
て

ゐ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
昔
と
、
こ
の
消
息
が
縁
語
を
な
し
て
ゐ
る
。
」
（
【
土
岐
、
注
釈

的
研
究
】
）
、
「
日
頃
人
が
耳
に
し
心
を
慰
め
る
も
の
の
響
」
（
注
1
雨
宮
論
文
）
、
「
い

ず
れ
も
自
然
が
か
な
で
る
音
楽
を
い
う
。
う
た
い
も
の
に
し
て
は
や
し
た
て
、
い
ま

し
め
よ
う
と
い
う
気
持
か
。
」
（
【
三
角
、
学
術
】
）
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
聖
室
城
秀
之
校
注
r
う
つ
ほ
物
語
　
仝
」
（
九
五
年
、
お
う
ふ
う
）
に
拠
る
。

（
竺
r
群
書
類
従
」
第
一
九
輯
（
三
二
年
、
続
群
書
顆
従
完
成
会
）
に
拠
る
。

（
竺
小
泉
弘
・
山
田
昭
仝
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
r
宝
物
集
J
（
九
三
年
、
岩
波
書

店
）
　
に
拠
る
。

（
3
7
）
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
　
岩
波
文
庫
r
浄
土
三
部
軽
（
上
）
」
（
六
三

年
、
岩
波
書
店
）
　
に
拠
る
。

（
竺
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
　
岩
波
文
庫
r
浄
土
三
部
経
（
下
）
」
（
六
四

年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

（
3
9
）
注
駕
の
前
掲
書
に
拠
る
。

（
竺
「
三
宝
絵
」
下
巻
・
十
二
月
・
僧
宝
の
三
二
仏
名
に
、
「
仏
名
は
、
律
師
静
安
が
承

和
の
は
じ
め
の
年
採
草
の
御
門
を
す
す
め
た
て
ま
つ
り
て
、
は
じ
め
行
は
せ
給
ふ
。

後
に
や
う
や
く
あ
め
の
し
た
に
あ
ま
ね
く
勅
を
下
し
て
行
は
し
む
。
（
略
）
」
（
出
雲
路

修
校
注
　
東
洋
文
庫
r
三
宝
絵
」
九
〇
年
、
平
凡
社
、
一
七
四
頁
）
と
い
っ
た
記
述

が
あ
る
。

（
聖
山
中
裕
編
r
御
堂
関
自
記
仝
註
釈
長
和
元
年
」
（
八
八
年
、
高
科
杏
店
）
に
拠
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
十
二
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
（
平
成
十
二

年
十
一
月
二
十
六
日
於
広
島
大
学
）
　
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
席
上
及
び
発
表
後
、
諸
先
生
方
よ
り
貴
重
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に

記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

－
い
の
・
ノ
え
∵
し
ん
こ
、
大
谷
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
－
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