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跡
目
の
口
入
仕
侍
り
ぬ
。〈
後
略
〉

は
じ
め
に
『
懐
男
』・
江
嶋
其
磧
『
豆
右
衛
門
後
日
女
男
色
遊
』（
正
徳
四
年

〈
一
七
一
四
〉
頃
刊
か
。
以
下
、『
女
男
色
遊
』）
の
主
人
公
で
あ
る
大
豆
右
衛

門
と
作
者
不
詳
『
栄
花
遊
二
代
男
』（
宝
暦
五
年
〈
一
七
五
五
〉
成
。
以
下
、『
二

代
男
』）
の
名
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
称
賛
す
る
。
そ
し
て
、『
二

代
男
』
以
降
、
豆
男
物
が
板
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
趣
向
を
引
き
継
い

だ
『
吾
妻
男
』
を
執
筆
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
実
際
、『
二
代
男
』
の
後
、『
吾

妻
男
』
ま
で
の
間
に
、
身
体
の
微
小
性
と
魂
の
入
れ
替
わ
り
の
趣
向
を
両
方
用

い
て
い
る
豆
男
物
が
板
行
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、『
吾
妻
男
』
は
、
後
続
す
る
豆
男
物
で
も
度
々
話
題
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
以
下
、
言
及
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
掲
げ
る
。

い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
ま
め
男
な
ん
あ
り
け
り
。
そ
の
ふ
み
五
の
巻
二

通
り
、
鬼
神
ふ
し
ぎ
の
妙
作
。
凡
夫
の
お
よ
ぶ
趣
向
に
あ
ら
ず
。
夫
よ
り

世
下
り
て
、
二
代
男
と
い
ふ
、
是
も
又
妙
に
面
白
か
り
し
か
ば
、
こ
れ
ら

は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
挙
げ
る
御
客
散
人
序
『
吾
妻
男
仙
伝
枕
』（
明
和
三
年

〈
一
七
六
六
〉
成
。
以
下
、『
吾
妻
男
』）
（
１
）

は
、
豆
作
と
い
う
身
体
の
小
さ
い
男

が
他
人
と
魂
を
取
り
替
え
て
色
恋
を
楽
し
ん
だ
り
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
り
す

る
物
語
が
全
篇
を
通
し
て
描
か
れ
る
。
身
体
の
微
小
性
と
魂
の
入
れ
替
わ
り
の

趣
向
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
趣
向
を
用
い
る
江
嶋
其
磧
『
魂
胆

色
遊
懐
男
』（
正
徳
二
年
〈
一
七
一
二
〉
頃
刊
か
。
以
下
、『
懐
男
』）
の
系
譜

に
連
な
る
豆
男
物
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
『
吾
妻
男
』
の
執
筆
動
機
に
つ
い
て
、
序
文
で
は
次
の
通
り
述
べ
ら
れ

て
い
る
。豆

を
得
に
賢
の
豆
右
衛
門
を
焼
陰
門
は
、
蒲
団
に
有
て
泣
し
む
元
。
こ

れ
八
文
字
屋
が
趣
向
の
秀
た
る
よ
り
生
ず
。
二
代
男
、
是
に
次
で
妙
作
。

腹
の
皮
を
よ
ぢ
ら
せ
た
り
。
其
後
や
ゝ
此
術
を
請
次
者
な
し
。
よ
て
此
度
、

福
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『
吾
妻
男
仙
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と
業
平
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後
続
す
る
豆
男
物
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
『
吾
妻
男
』
に
は
ど
の
よ
う
な
特
質
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
佐

伯
孝
弘
氏
は
「
豆
男
物
の
浮
世
草
子
―
浅
草
や
業
平
伝
説
と
の
関
係
な
ど
」
（
６
）で

、

豆
男
物
と
業
平
伝
説
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、『
吾
妻
男
』
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

豆
男
物
の
祖
に
し
て
上
方
版
で
あ
る
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
で
業
平
天

神
に
祈
願
し
主
人
公
が
霊
力
を
得
る
と
い
う
設
定
は
、
後
続
の
『
好
色
赤

烏
帽
子
』『
吾
妻
男
仙
伝
枕
』
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。〈
後
略
〉
（
７
）

『
浮
世
栄
花
一
代
男
』に
あ
る
、主
人
公
が
業
平
天
神
に
祈
る
と
い
う
設
定
が
、

『
吾
妻
男
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、『
吾
妻
男
』

の
巻
一
の
一
を
見
る
と
、豆
作
が
業
平
天
神
に
祈
る
描
写
が
存
在
す
る
。
ま
た
、

佐
伯
氏
は
、
豆
男
物
の
趣
向
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
に
あ
る
「
ま
め
男
」

か
ら
連
想
さ
れ
て
作
ら
れ
た
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三

の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
（
８
）

こ
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』で
は
、業
平
天
神
や
『
伊

勢
物
語
』
の
「
ま
め
男
」
な
ど
、
業
平
と
関
係
が
あ
る
事
物
に
つ
い
て
言
及
が

見
ら
れ
る
。

し
か
し
、佐
伯
氏
の
論
で
は
豆
男
物
全
体
を
考
察
し
て
い
る
た
め
、『
吾
妻
男
』

に
お
け
る
業
平
の
要
素
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
業
平
の

要
素
と
作
品
内
容
が
ど
う
結
び
付
く
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。『
吾

妻
男
』
に
お
け
る
業
平
の
要
素
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
本
文
の
分
析

を
通
し
て
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

に
双
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ず
し
て
思
ひ
と
ゞ
ま
り
し
に
、
ち
か
き
世
に
吾
妻
男

と
い
へ
る
者
出
来
な
り
し
に
、
お
か
し
き
ふ
し
、
新
ら
し
き
事
ど
も
あ
れ

ど
、
い
に
し
へ
に
く
ら
べ
て
は
や
ゝ
劣
れ
り
。〈
後
略
〉（
雁
金
そ
の
字
序

『
色
道
修
行
男
』〈
明
和
五
年
〔
一
七
六
八
〕
序
〉
序
文
）
（
２
）

此
間
聞
出
し
豆
休
〈
稿
者
注
：
『
懐
男
』
の
主
人
公
で
あ
る
大
豆
右
衛

門
が
法
体
し
た
後
の
名
〉
よ
り
三
代
目
の
豆
作
、
三
河
国
八
橋
の
辺
り
に

て
入
聟
し
て
一
女
を
儲
た
る
よ
し
聞
お
よ
ぶ
。
ま
た
男
子
を
も
も
ふ
け
た

ら
ん
と
お
も
ふ
あ
い
だ
、
先
達
て
迎
ひ
の
人
を
さ
し
越
た
る
に
、
案
に
違

わ
ず
色
豆
男
を
め
し
寄
せ
た
り
。〈
後
略
〉（
寝
ぼ
け
先
生
序
『
潤
色
栄
花

二
代
娘
』〈
安
永
三
年
〔
一
七
七
四
〕
序
〉
巻
一
の
一
「
豆
の
跡
潰
さ
せ

ま
い
と
子
孫
の
御
世
話
」）
（
３
）

『
吾
妻
男
』
の
次
に
成
立
し
た
豆
男
物
と
さ
れ
る
『
色
道
修
行
男
』
で
は
、

先
行
す
る
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』・
『
二
代
男
』
と
比
較
す
る
形
で
、「
や
ゝ

劣
れ
り
」
と
批
判
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価
が
影
響
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
は
不
明
だ
が
、『
色
道
修
行
男
』
本
文
で
は
、『
懐
男
』
の
大
豆
右
衛
門

と
『
二
代
男
』
主
人
公
の
作
蔵
に
つ
い
て
は
言
及
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、『
吾

妻
男
』
の
豆
作
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
４
）

こ
れ
に
対
し
、『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
で
は
、『
吾
妻
男
』
結
末
部
で
豆
作
が

結
婚
し
た
こ
と
を
取
り
挙
げ
た
上
で
、
そ
の
息
子
と
さ
れ
る
豆
之
進
を
登
場
さ

せ
る
形
で
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
（
５
）『
色
道
修
行
男
』
よ
り
は
好
意
的

な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』
は
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八
橋
で
自
分
よ
り
小
さ
い
女
に
出
会
う
。
斎
宮
を
犯
し
た
業
平
と
所
縁
の

者
は
伊
勢
参
宮
は
叶
わ
ぬ
と
聞
き
、
豆
作
は
女
と
夫
婦
と
な
り
舎
利
粒
ほ

ど
の
娘
を
設
け
、
そ
の
地
で
暮
ら
し
た
。
（
９
）

次
に
、
業
平
天
神
に
祈
る
描
写
が
あ
る
『
吾
妻
男
』
巻
一
の
一
と
、
佐
伯

氏
が
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
た
巻
五
の
三
の
内
容
を

掲
げ
る
。

○
巻
一
の
一
「
赤
貝
に
縁
の
な
い
業
平
橋
の
蜆
取
」

色
恋
の
自
由
を
願
う
鈍
作
は
、
豆
休
か
ら
豆
男
物
の
主
人
公
が
持
つ
能
力
を

授
か
っ
て
色
恋
を
楽
し
ん
だ
作
蔵
を
羨
む
。
そ
し
て
、
自
分
も
豆
休
に
会
え
る

よ
う
に
、
産
神
で
あ
る
業
平
天
神
に
百
日
間
精
進
潔
斎
を
し
て
祈
り
続
け
る
。

満
願
の
夜
に
業
平
天
神
の
使
い
で
あ
る
飛
梅
の
精
が
現
れ
、
神
通
力
で
鈍
作
を

蓬
萊
宮
へ
連
れ
て
行
く
。
そ
の
後
、
業
平
か
ら
鈍
作
の
願
い
を
聞
い
た
と
い
う

豆
休
に
出
会
う
。
豆
休
か
ら
豆
男
物
の
主
人
公
が
持
つ
能
力
を
授
か
っ
た
鈍
作

は
名
を
豆
作
に
改
め
、
江
戸
に
戻
る
。

○
巻
五
の
三
「
紫
の
所
縁
女
は
杜
若
の
精
魂
」

諸
国
修
行
中
に
伊
勢
参
宮
を
志
し
た
豆
作
は
三
河
国
の
八
橋
に
た
ど
り
着

き
、
そ
の
地
で
自
分
よ
り
も
小
さ
い
姿
を
し
た
若
い
女
性
に
出
会
う
。
観
音
堂

に
情
交
の
相
手
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
た
と
い
う
女
性
は
、
豆
作
を
自

分
の
家
へ
と
誘
い
、
そ
の
ま
ま
情
交
を
行
う
。
情
交
の
後
、
女
性
は
、
豆
作
が

能
力
を
得
た
経
緯
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
斎
宮
と
情
交
を
行
っ
た
業
平
と
縁
の

あ
る
人
物
は
伊
勢
神
宮
へ
は
近
づ
け
な
い
こ
と
を
説
明
し
、
八
橋
に
留
ま
る
よ

ま
た
、
佐
伯
氏
は
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
か
ら
業
平
天
神
の
趣
向
が
継
承
さ

れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、『
吾
妻
男
』
で
は
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
。
作
品
内
容
の
比
較
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、『
吾
妻
男
』
序
文
で
名
が

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
身
体
の
微
小
性
と
魂
の
入
れ
替
わ
り
の
趣
向
が
共
通
し
て

使
用
さ
れ
る
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』・
『
二
代
男
』
を
用
い
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
『
吾
妻
男
』
の
中
で
も
業
平
の
要
素
が
用
い

ら
れ
て
い
る
章
の
分
析
を
行
い
、
豆
男
物
と
業
平
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、『
吾
妻
男
』
へ
の
影
響
が
認

め
ら
れ
る
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』・
『
二
代
男
』
に
お
け
る
業
平
の
要
素
と

比
較
を
行
い
、
本
作
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　『
吾
妻
男
』
の
梗
概

は
じ
め
に
、
佐
伯
氏
に
よ
る
『
吾
妻
男
』
の
梗
概
を
掲
げ
る
。

江
戸
業
平
橋
で
蜆
取
り
を
す
る
鈍
作
は
、
醜
男
で
女
に
相
手
に
さ
れ
な

い
。
業
平
天
神
に
祈
願
し
て
蓬
莱
宮
に
い
る
豆
休
仙
を
訪
ね
、
そ
の
跡
を

継
ぐ
豆
作
と
な
り
、他
の
男
の
体
に
乗
り
移
る
仙
術
を
授
か
る
。
豆
作
は
、

金
持
ち
で
新
婚
の
町
人
や
吉
原
で
水
揚
げ
を
す
る
大
尽
、
武
士
、
木
樵
、

歌
比
丘
尼
を
買
う
男
、
隠
居
、
薬
屋
の
主
人
、
破
戒
僧
な
ど
に
乗
り
移
り
、

歓
を
尽
く
す
。
諸
国
色
修
行
を
志
し
た
豆
作
は
伊
勢
参
宮
の
途
中
、
三
河
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と
の
神
勅
也
。
い
ざ
」
と
い
ふ
て
指
出
す
梅
枝
に
ぶ
ら
さ
が
れ
ば
、
び
う

と
い
ふ
音
に
つ
れ
て
、
と
あ
る
所
へ
落
着
ぬ
。〈
後
略
〉

豆
作
が
業
平
天
神
へ
百
日
間
祈
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
使
い
で
あ
る
飛
梅
の
精

が
現
れ
、
豆
作
を
豆
休
が
い
る
蓬
萊
宮
へ
と
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
業
平
天
神
は
、
色
恋
の
自
由
を
直
接
叶
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
手
助
け
を
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
豆
休
の
台
詞
で
も
、
業
平
天
神
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

〈
豆
休
は
、〉「
善
哉
〳
〵
と
も
い
ふ
べ
き
出
端
な
れ
ど
、
そ
ん
な
勿
体

く
さ
い
事
は
𨻶
つ
ぶ
し
、
只
肝
要
の
み
申
な
り
。
其
方
予
が
術
を
請
次
た

き
の
望
、
先
達
而
平
さ
ま
よ
り
御
申
越
に
て
具
に
承
り
届
ぬ
。〈
中
略
〉

汝
が
執
心
他
に
こ
と
な
れ
ば
、
我
跡
目
を
譲
べ
き
」
と
一
々
伝
授
し
、〈
後

略
〉

豆
休
は
、「
平
さ
ま
」
か
ら
豆
作
の
願
い
を
聞
い
た
と
語
り
、
豆
作
に
豆
男

物
の
主
人
公
が
持
つ
能
力
を
授
け
て
い
る
。
飛
梅
の
精
が
「
汝
思
ひ
せ
つ
な
る

事
を
神
も
憐
み
玉
ひ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
業
平
天
神
が
豆

作
の
願
い
が
叶
う
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、『
吾
妻
男
』
に
お
け
る
業
平
天
神
は
、
豆
休
の
よ
う
に
直
接
姿
を
現

し
た
り
能
力
を
授
け
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
間
接
的
に
豆
作
の
色
恋
の
自

由
を
叶
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
巻
五
の
三
と
謡
曲
「
杜
若
」

う
に
豆
作
を
説
得
す
る
。
豆
作
は
女
性
の
正
体
を
訝
し
み
つ
つ
も
女
性
の
家
に

住
み
、
後
に
二
人
の
間
に
は
お
賢ま
め

と
い
う
女
の
子
が
生
ま
れ
る
。

な
お
、『
吾
妻
男
』
巻
五
巻
末
に
は
、『
栄
花
女
世
継
枕
』
の
出
版
広
告
が
あ

る
。『
栄
花
女
世
継
枕
』で
は
豆
作
の
娘
の
お
賢
を
主
人
公
と
す
る
構
想
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
が
板
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

二
　『
吾
妻
男
』
冒
頭
部
に
お
け
る
業
平
と
豆
休

巻
一
の
一
「
赤
貝
に
縁
の
な
い
業
平
橋
の
蜆
取
」
に
は
、
豆
作
の
産
神
と
し

て
業
平
天
神
が
登
場
す
る
。『
吾
妻
男
』
で
は
業
平
天
神
を
ど
の
よ
う
な
存
在

と
し
て
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
巻
一
の
一
で
は
、
豆
作
が
業
平
天
神
に
祈
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

〈
豆
作
は
、〉「
む
か
し
鎌
倉
雪
の
下
の
百
姓
、
豆
休
仙
と
や
ら
に
術
を

乞
請
、
生
涯
を
栄
花
に
散
ぬ
と
か
や
。
我
も
一
念
力
を
以
て
せ
ば
、
其
作

蔵
子
に
劣
る
べ
き
や
」
と
夙
に
起
、
沐
浴
斎
戒
、
土
神
な
れ
ば
外
と
も
お

つ
し
や
る
ま
い
と
す
ぐ
に
業
平
天
神
へ
ぬ
か
づ
き
、「
我
大
願
成
就
な
さ

し
め
玉
ひ
、
豆
休
仙
の
魂
魄
の
あ
り
か
へ
引
合
さ
せ
た
び
玉
へ
」
と
、
百

日
が
間
精
進
潔
斎
し
て
か
ん
た
ん
く
だ
き
祈
け
る
。不
思
議
や
満
願
の
夜
、

雪
転
の
人
形
の
や
う
な
児
忽
然
と
顕
れ
、「
止
矣
々
々
。
我
は
是
当
社
の

末
社
、
飛
梅
の
精
也
。
汝
思
ひ
せ
つ
な
る
事
を
神
も
憐
み
玉
ひ
、
望
の
ご

と
く
豆
休
に
引
合
せ
得
さ
す
べ
し
。
渠
今
蓬
萊
宮
に
あ
れ
ば
、
是
か
ら
は

道
す
じ
も
む
づ
か
し
。〈
中
略
〉
と
て
も
の
事
に
我
に
か
の
地
迄
送
遣
せ



̶ 35 ̶

渡
り
候
や
。
迚
も
に
納
得
づ
く
で
同
穴
に
ふ
し
た
し
」
と
い
へ
ば
、
娘
い

ふ
、「
い
や
と
よ
、
み
づ
か
ら
は
親
も
な
く
、
兄
弟
と
て
も
さ
ぶ
ら
は
ね
ば
、

誰
に
憚
有
べ
か
ら
ず
」。
豆
作
い
よ
〳
〵
不
審
し
て
、「
然
ら
ば
御
身
は

木
の
股
か
ら
生
れ
玉
ふ
や
。」「
い
か
に
も
親
な
き
故
の
御
不
審
、
さ
も
覚

し
玉
ふ
べ
し
。
草
木
無
レ

情
と
は
申
と
も
、
石
に
精
あ
り
水
に
音
有
と
申

せ
ば
、
有
情
非
情
も
時
に
有
、
只
紫
の
ゆ
か
り
者
と
思
し
召
せ
。
時
節

を
以
て
我
身
の
上
も
あ
か
し
ま
い
ら
せ
ん
。
左
の
み
な
心
置
玉
ひ
そ
。」

〈
後
略
〉

豆
作
は
女
性
を
豆
休
の
子
孫
で
あ
る
と
推
測
し
、
親
兄
弟
や
身
元
に
つ
い
て

質
問
し
て
い
る
が
、
女
性
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
紫
の
ゆ
か
り
者
」
で
あ
る
と

述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三
は
、
八
橋
を
訪
れ
た
男
性
が
正
体
不

明
の
女
性
に
出
会
い
、
女
性
の
家
に
泊
ま
る
と
い
う
展
開
に
な
る
が
、
こ
れ
に

酷
似
し
た
物
語
が
、『
伊
勢
物
語
』
を
題
材
と
す
る
謡
曲
『
杜
若
』
で
描
か
れ

て
い
る
。ワ

キ
「
是
は
諸
国
一
見
の
僧
に
て
候
。
わ
れ
此
間
は
都
に
候
ひ
て
、
洛

陽
の
名
所
旧
跡
残
り
な
く
一
見
仕
り
て
候
。
又
是
よ
り
東
国
行
脚
と
心
ざ

し
候
。〈
中
略
〉
急
候
間
、
程
な
ふ
三
河
国
に
付
て
候
。
又
こ
れ
な
る
沢

辺
に
杜
若
の
、
今
を
盛
り
と
見
え
て
候
。」〈
中
略
〉
シ
テ
女
「
な
ふ
な
ふ

御
僧
、
な
に
し
に
其
沢
に
は
休
ら
ひ
給
ひ
候
ぞ
。」
ワ
キ
「
是
は
諸
国
一

見
の
者
に
て
候
が
、
杜
若
の
面
白
さ
に
詠
め
居
て
候
、
扨
爰
を
ば
い
づ
く

『
吾
妻
男
』最
終
章
で
あ
る
巻
五
の
三「
紫
の
所
縁
女
は
杜
若
の
精
魂
」で
は
、

豆
作
よ
り
も
身
体
が
小
さ
い
女
性
が
唐
突
に
登
場
し
、
こ
の
女
性
と
豆
作
の
交

流
を
中
心
に
物
語
が
展
開
す
る
。

ま
ず
、
女
性
が
登
場
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

豆
作
も
伊
勢
参
宮
の
心
懸
に
て
〈
中
略
〉
行
か
た
は
ら
に
石
碑
有
。
八

ツ
橋
の
旧
跡
と
な
ん
。
彼
中
将
の
か
ら
衣
と
詠
じ
玉
ひ
し
所
な
れ
ば
と
立

寄
見
る
に
、
蜘
手
の
水
も
う
づ
も
れ
て
、
業
平
も
観
音
堂
の
名
に
か
は
り
、

八
ツ
は
し
の
杭
木
か
す
か
に
朽
残
る
さ
ま
哀
に
打
詠
め
し
折
ふ
し
、
年
の

こ
ろ
二
八
ば
か
り
の
嬋
娟
な
る
小
女
来
り
、「
み
づ
か
ら
は
此
あ
た
り
の

者
な
る
が
、
御
覧
の
ご
と
く
微
少
の
身
ゆ
へ
、
誰
有
ツ
て
妹
背
を
語
る
人

も
な
く
、
明
暮
閨
の
淋
し
き
を
、
此
御
堂
へ
詣
ふ
で
歎
き
ま
い
ら
せ
し
か

ば
、
誠
や
大
慈
大
悲
の
誓
願
む
な
し
か
ら
ず
、
今
日
御
も
と
さ
ま
に
御
引

合
せ
の
有
難
さ
よ
。
い
ざ
さ
せ
玉
へ
」
と
我
が
勝
手
計
い
ひ
つ
ゝ
、
豆
作

が
手
を
取
り
、
む
り
や
り
に
打
つ
れ
、
半
丁
計
行
ば
、
幽
玄
た
る
扃
を
こ

え
て
彼
深
窓
に
伴
な
へ
ば
、〈
後
略
〉

伊
勢
神
宮
へ
と
向
か
う
豆
作
は
、
八
橋
で
身
体
の
小
さ
い
女
性
に
出
会
い
、

情
交
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
後
に
無
理
や
り
女
性
の
家
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
る
。

こ
の
女
性
の
素
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
言
及
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
作

中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

〈
豆
作
は
、〉
扨
は
豆
休
仙
の
落
し
胤
に
て
、
我
を
憐
み
玉
ふ
と
覚
え
た

り
と
、
し
き
り
に
愛
情
の
迷
ひ
と
成
、〈
中
略
〉「
御
身
の
親
は
何
人
に
て
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も
わ
け
有
事
。
い
に
し
へ
業
平
の
卿
斎
宮
を
犯
し
玉
ひ
し
を
、
神
慮
に
そ

む
く
い
ひ
に
よ
り
、今
以
在
原
の
性
は
伊
勢
の
御
か
き
に
近
付
ケ
玉
は
ず
。

尤
御
身
は
其
苗
裔
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
豆
男
の
名
は
か
の
卿
よ
り
起

り
し
事
な
れ
ば
心
根
は
同
じ
き
也
。其
意
を
知
ラ
で
神
垣
に
近
付
玉
は
ゞ
、

一
生
を
あ
や
ま
り
玉
ふ
べ
し
。」〈
後
略
〉

女
性
は
、
昔
業
平
が
斎
宮
と
情
交
を
し
て
神
に
背
い
た
こ
と
で
、
在
原
姓
の

人
物
は
「
伊
勢
の
御
か
き
」
に
近
寄
れ
な
い
と
し
、「
豆
男
の
名
は
か
の
卿
よ

り
起
り
し
事
な
れ
ば
心
根
は
同
じ
」
で
あ
る
た
め
、
豆
男
で
あ
る
豆
作
が
参
宮

を
し
た
ら
「
一
生
を
あ
や
ま
」
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
佐
伯
氏
も
指

摘
し
た
こ
の
部
分
は
、「
ま
め
男
」
と
い
う
語
句
が
豆
男
物
の
由
来
と
な
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
に
あ

る
男
と
斎
宮
の
交
流
を
基
に
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三
は
、
謡
曲
『
杜
若
』
や
『
伊
勢
物
語
』

第
六
九
段
の
趣
向
を
複
合
的
に
取
り
入
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
佐
伯
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
の
「
ま
め
男
」
と
の
関
連
の
み
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
こ
の
章
自
体
が
業
平
の
要
素
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
謡
曲
『
杜
若
』
の
杜
若
の
精
を
想
起
さ
せ
る
女
性
が
登

場
す
る
の
は
、
業
平
と
豆
男
の
関
係
性
を
よ
り
強
調
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
ろ

う
か
。四

　『
吾
妻
男
』
巻
三
の
一
に
お
け
る
業
平
の
要
素
の
取
り
入
れ

と
申
候
ぞ
。」
女
「
是
こ
そ
三
河
の
国
八
橋
と
て
、杜
若
の
名
所
に
て
候
へ
、

さ
す
が
に
此
杜
若
は
、
名
に
負
ふ
花
の
名
所
な
れ
ば
、
色
も
ひ
と
し
ほ
濃

紫
の
、
な
べ
て
の
花
の
ゆ
か
り
共
、
思
ひ
な
ぞ
ら
へ
給
は
ず
し
て
、
取
わ

き
詠
め
給
へ
か
し
、
あ
ら
心
な
の
旅
人
や
な
」〈
中
略
〉
女
「
い
か
に
申

べ
き
事
の
候
。」
ワ
キ
「
何
事
に
て
候
ぞ
。」
女
「
見
苦
し
く
候
へ
共
、
わ

ら
は
が
庵
に
て
一
夜
を
御
明
か
し
候
へ
。」
ワ
キ
「
あ
ら
嬉
し
や
、
頓
而

参
り
候
べ
し
。」〈
後
略
〉）

10
（

東
国
行
脚
を
す
る
僧
侶
が
八
橋
を
訪
れ
、
里
の
女
（
実
は
杜
若
の
精
）
か
ら

八
橋
の
杜
若
や
業
平
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
自
分
の
家
に
泊
ま
る
よ
う

提
案
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
人
物
設
定
こ
そ
差
異
は
見
ら
れ
る

が
、
旅
の
途
中
の
男
性
が
里
の
女
の
家
に
誘
わ
れ
る
趣
向
は
、『
吾
妻
男
』
巻

五
の
三
と
共
通
し
て
い
る
。『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三
の
章
題
に
「
紫
の
所
縁
女

は
杜
若
の
精
魂
」
と
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
章
は
謡
曲
『
杜
若
』
の

趣
向
を
取
り
入
れ
て
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
謡
曲
『
杜
若
』

の
杜
若
の
精
が
、『
吾
妻
男
』
の
女
性
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、巻
五
の
三
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

豆
作
が
女
性
と
情
交
を
し
た
後
、
伊
勢
参
宮
を
し
よ
う
と
す
る
豆
作
を
女
性
が

引
き
留
め
る
際
に
、
次
の
通
り
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

娘
す
が
つ
て
お
し
止
め
泪
を
流
し
、〈
中
略
〉「
成
程
お
許
さ
ま
の
御
身

の
上
い
さ
ゐ
に
存
じ
お
り
ま
し
て
、
御
参
宮
の
道
を
さ
ゝ
へ
ま
い
ら
せ
し
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る
章
段
と
火
に
関
わ
る
章
段
が
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
ま
ず
、『
伊
勢

物
語
』
第
九
段
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

猶
ゆ
き
〳
〵
て
、
む
さ
し
の
く
に
と
し
も
つ
ふ
さ
の
く
に
と
の
中
に
、

い
と
お
ほ
き
な
る
河
あ
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。〈
中
略
〉
わ
た

し
も
り
、「
は
や
船
に
の
れ
、
日
も
暮
ぬ
」
と
い
ふ
に
、
の
り
て
渡
ら
ん

と
す
る
に
、〈
後
略
〉）

11
（

『
伊
勢
物
語
』第
九
段
で
は
、男
が
隅
田
川
を
渡
る
た
め
に
舟
に
乗
っ
て
い
る
。

こ
の
後
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
無
事
に
武
蔵
国
に
辿
り
着
く
が
、
佐
伯
氏
に

よ
れ
ば
、
浅
井
了
意
『
江
戸
名
所
記
』（
寛
文
二
年
〈
一
六
六
二
〉）
の
「
牛
島

業
平
塚
」
の
項
に
、
業
平
は
東
下
り
を
し
た
後
に
都
へ
帰
る
時
、
乗
っ
た
舟
が

破
損
し
て
そ
の
ま
ま
溺
死
し
た
と
い
う
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。）

12
（

浅
井

了
意
が
取
り
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
近
世
に
は
こ
の
説
が
広
く
知

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。豆
作
が
舟
か
ら
落
ち
て
溺
れ
る
と
い
う
展
開
は
、

業
平
が
舟
か
ら
落
ち
て
溺
死
し
た
と
い
う
近
世
期
の
俗
説
か
ら
趣
向
を
得
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
第
一
二
段
で
は
、
男
が
野
焼
き
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う

に
な
る
場
面
が
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
を
ぬ
す
み
て
、
む
さ
し
の
へ
ゐ

て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
ぬ
す
人
な
り
け
れ
ば
、
く
に
の
か
み
に
か
ら
め
ら
れ
に

け
り
。
女
を
ば
草
む
ら
の
中
に
を
き
て
、に
げ
に
け
り
。
み
ち
く
る
人
、「
こ

の
野
は
ぬ
す
人
あ
な
り
」
と
て
、
火
つ
け
む
と
す
。〈
後
略
〉

で
は
、
巻
一
の
一
や
巻
五
の
三
以
外
で
も
、
業
平
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
章
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

巻
三
の
一
「
奥
入
の
町
人
は
臍
の
下
迄
の
御
用
達
」
後
半
で
は
、
豆
作
が
武

家
屋
敷
の
奥
女
中
た
ち
に
浮
人
形
と
誤
認
さ
れ
た
こ
と
で
煙
草
盆
の
引
き
出
し

に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
危
機
に
陥
る
。

〈
奥
女
中
は
〉「
サ
ア
さ
つ
き
の
う
き
人
形
を
水
へ
放
さ
う
で
は
有
ま
い

か
、
ソ
リ
ヤ
面
白
か
ら
う
」
と
引
出
し
明
ケ
て
取
出
し
、
す
ぐ
に
鉢
の
水

へ
入
レ
け
れ
ば
、
豆
作
不
思
議
に
命
は
助
り
け
れ
共
、
又
水
へ
入
に
も
遁

る
ゝ
𨻶
な
け
れ
ば
、
爰
を
大
事
と
船
の
柱
に
取
付
居
た
り
し
を
、〈
中
略
〉

思
は
づ
水
へ
ざ
ん
ぶ
と
落
、
浮
ぬ
沈
み
ぬ
苦
し
む
を
、〈
中
略
〉
是
が
此

世
の
切
レ
め
と
見
え
て
、
既
に
水
底
に
沈
ま
ん
と
す
る
時
に
、「
も
う
湿

ツ
た
さ
う
で
動
か
ぬ
。
ち
と
揚
て
干
ま
せ
よ
」
と
か
ん
ざ
し
に
て
挟
み
あ

げ
、
火
入
の
上
へ
か
ざ
ゝ
る
ゝ
。
此
時
豆
作
息
吹
返
し
、
あ
た
り
を
見
れ

ば
こ
は
い
□
〈
破
レ
〉

□
「
火
で
責
る
歟
、
悲
し
や
な
。
今
日
は
い
か
成
悪
日
ぞ
、

絶
命
爰
に
極
つ
た
り
」
と
、浄
土
双
六
の
大
焦
熱
の
罪
人
の
や
う
に
成
て
、

後
生
大
事
と
取
付
し
が
、〈
後
略
〉

豆
作
は
鉢
の
水
に
浮
か
ぶ
船
か
ら
落
ち
、
溺
れ
か
け
た
上
に
、
そ
の
後
火
入

の
上
に
か
ざ
さ
れ
て
熱
さ
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
船
か
ら
落
ち
て
溺
れ
る
趣

向
と
、
火
で
炙
ら
れ
る
趣
向
が
連
続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
何
か
理

由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
に
関
わ
る
章
の
中
に
、
水
や
舟
と
関
わ
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や
く
も
罰
し
玉
ふ
と
覚
ゆ
。〈
後
略
〉（
巻
三
の
一
）

豆
作
は
大
な
る
災
難
に
あ
ひ
、
所
々
焼
た
ゞ
れ
ぬ
れ
共
、
陰
茎
の
恙
な

き
こ
そ
此
上
の
仕
合
な
れ
。
お
そ
ろ
し
や
〳
〵
、
豆
休
仙
の
い
ま
し
め
を

忘
れ
し
事
、
向
後
急
度
慎
む
べ
し
と
療
養
の
内
、〈
後
略
〉（
巻
三
の
二
）

巻
三
の
一
で
は
「
先
日
は
か
ら
ず
も
尼
を
破
戒
」
し
た
罰
、
巻
三
の
二
で
は

「
豆
休
仙
の
い
ま
し
め
」
を
守
ら
な
か
っ
た
罰
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

前
者
の
「
先
日
は
か
ら
ず
も
尼
を
破
戒
」
し
た
出
来
事
は
、
巻
三
の
一
の
前

章
で
あ
る
巻
二
の
三
「
女
鳴
神
に
似
た
滝
野
川
の
庵
室
」
で
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
章
で
情
交
の
相
手
と
な
る
尼
に
つ
い
て
、
巻
二
の
三
で
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

〈
樵
夫
と
魂
を
入
れ
替
え
た
豆
作
は
、〉「
御
無
心
な
が
ら
、
た
ば
こ
の

火
一
ツ
御
か
し
候
へ
」と
や
り
か
け
た
れ
ば
、「
そ
こ
に
火
打
箱
が
有
か
ら
、

打
て
呑
し
や
れ
」
と
木
で
鼻
こ
く
つ
た
や
う
に
い
ふ
て
見
向
も
せ
ず
、
一

心
称
名
に
た
ゆ
み
な
く
、
常
念
恭
敬
と
こ
し
な
へ
に
、
或
と
き
は
観
念
の

窓
に
諸
仏
の
摩
頂
を
う
け
、
講
讃
の
庭
に
は
聖
衆
の
来
臨
を
も
拝
み
か
ね

ま
じ
き
客
躰
也
。〈
後
略
〉

豆
作
は
情
交
に
誘
お
う
と
尼
に
話
し
か
け
る
が
、
尼
は
豆
作
に
目
を
向
け
る

こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
精
進
に
励
ん
で
い
る
。

ま
た
、
豆
作
と
情
交
し
た
後
、
尼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〈
情
交
の
後
、〉
尼
君
も
起
直
り
、「
十
七
年
来
の
戒
行
を
、
よ
ふ
も
一

時
に
破
ら
せ
し
恨
め
し
さ
よ
」
と
宣
ひ
て
は
た
と
白
眼
し
、〈
後
略
〉

男
は
女
を
盗
ん
で
逃
げ
る
途
中
、
追
手
に
よ
っ
て
隠
れ
て
い
る
野
に
火
を
つ

け
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
状
況
は
異
な
る
が
、
場
所
が
武
蔵
国
と
設
定
さ

れ
て
い
る
点
、
火
に
燃
や
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
点
は
『
吾
妻
男
』
と
共
通

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
石
原
昭
平
氏
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
東
久
留
米
市
や
埼
玉
県
な
ど
に
業

平
が
野
焼
き
に
遭
い
、
逃
走
、
あ
る
い
は
追
手
に
捕
縛
さ
れ
る
伝
承
が
残
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。）

13
（

先
に
述
べ
た
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
関
わ
る
俗
説
と
同
様

に
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
近
世
期
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。『
伊
勢
物
語
』
第
一
二
段
の
趣
向
が
、
豆
作
が
火
に
炙
ら
れ
る
趣
向
へ
と

発
展
し
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』巻
三
の
一
は
、『
伊
勢
物
語
』の
東
下
り
章
段
や
、

そ
れ
を
基
に
し
た
業
平
の
伝
説
か
ら
趣
向
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
業
平

が
隅
田
川
で
船
か
ら
落
ち
て
溺
死
し
た
と
い
う
伝
承
と
、
業
平
が
武
蔵
野
で
火

責
め
に
遭
っ
た
と
い
う
伝
承
が
、
豆
作
が
浮
人
形
用
の
船
か
ら
落
ち
て
溺
れ
、

そ
の
後
火
に
炙
ら
れ
る
と
い
う
展
開
へ
と
変
換
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
豆
作
が
こ
の
よ
う
な
苦
難
に
遭
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
巻
三
の
一
と

巻
三
の
二
「
貧
す
れ
ば
病
症
も
永
々
の
浪
人
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。〈

箱
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
豆
作
は
、〉
不
慮
の
事
に
て
今
月
今
日
の

只
今
此
所
に
命
を
果
す
は
そ
も
何
の
む
く
ひ
ぞ
と
つ
く
〴
〵
お
も
へ
ば
、

先
日
は
か
ら
ず
も
尼
を
破
戒
さ
せ
し
が
、
天
帝
其
罪
を
許
し
玉
は
ず
、
は
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し
て
ふ
せ
る
に
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
ち
い
さ
き
わ
ら
は
を
さ
き
に
た

て
ゝ
、
ひ
と
た
て
り
。
お
と
こ
、
い
と
う
れ
し
く
て
、
わ
が
ぬ
る
と
こ
ろ

に
ゐ
て
い
り
て
、
ね
ひ
と
つ
よ
り
う
し
み
つ
ま
で
あ
る
に
、
ま
だ
な
に
ご

と
も
か
た
ら
は
ぬ
に
か
へ
り
に
け
り
。〈
後
略
〉

斎
宮
で
あ
る
女
は
情
交
を
許
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
人
目
の
な
い
夜
に
男
の

元
へ
訪
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
男
が
斎
宮
と
情
交
を
し
た
か
ど
う

か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
文
禄

五
年
〈
一
五
九
六
〉
成
）
で
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
を
付
し

て
い
る
。た

し
か
に
逢
奉
る
と
か
ゝ
ず
〈
中
略
〉、
さ
れ
ど
も
あ
ひ
申
た
る
事
は

あ
り
ぞ
し
つ
ら
ん
。
さ
る
に
や
高
階
氏
は
斎
宮
腹
と
て
、
今
に
此
氏
は
参

宮
不
レ
叶
云
々
。
高
階
峯
緒
子
師
尚
、
実
者
業
平
の
息
な
り
と
い
ふ
。）

14
（

男
（
業
平
）
と
斎
宮
が
本
当
に
情
交
を
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
言
を
避
け
て

い
る
も
の
の
、
高
階
峯
緒
の
息
子
と
さ
れ
る
師
尚
は
、
実
は
斎
宮
が
妊
娠
し
た

業
平
の
子
だ
と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
の
出
来

事
を
史
実
と
つ
な
げ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、男（
業

平
）と
斎
宮
が
情
交
し
た
説
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
説
は
北
村
季
吟
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』（
寛
文
六
年
〈
一
六
六
一
〉
成
）

で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
近
世
期
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。

ま
た
、
第
三
節
で
も
述
べ
た
通
り
、『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三
で
も
、
業
平
は

こ
の
台
詞
か
ら
、
尼
は
一
七
年
の
間
、
戒
律
を
守
っ
て
生
活
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
尼
が
本
来
は
情
交
を
許
さ
れ
な
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
戒
律
を
一
七
年
間
守
っ
て
い
た
尼
と
情
交
を
し
て

破
戒
さ
せ
た
た
め
、
豆
作
は
巻
三
の
一
で
命
の
危
機
に
陥
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
巻
三
の
二
の
「
豆
休
仙
の
い
ま
し
め
」
は
、
巻
一
の
一
で
豆
休
が
能

力
を
授
け
る
際
に
伝
え
た
忠
告
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
か
ま
い
て
邪
淫
を
慎
む
べ
し
」
と
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
宣
ひ
、
御
一
字

を
被
下
、
則
豆
作
と
名
乗
せ
、
何
や
ら
ん
土
砂
の
様
な
る
も
の
を
ふ
り
か

け
し
に
、〈
後
略
〉

豆
休
は
豆
作
に
対
し
、
必
ず
邪
淫
を
慎
む
よ
う
に
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
忠

告
を
踏
ま
え
る
と
、「
豆
休
仙
の
い
ま
し
め
を
忘
れ
し
事
」
も
、
巻
二
の
三
で

尼
と
情
交
を
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
巻
三
の
一
で
豆
作
が
苦
難
に
遭
う
原
因
と
な
っ
た
巻
二
の
三
の
尼
で

あ
る
が
、
戒
律
を
守
る
べ
き
身
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
公
と
情
交

を
行
う
と
い
う
点
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
に
登
場
す
る
斎
宮
の
人
物
設

定
と
相
似
し
て
い
る
。
以
下
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
の
男
と
斎
宮
が
密
会

す
る
場
面
を
掲
げ
る
。

二
日
と
い
ふ
夜
、
お
と
こ
、
わ
れ
て
「
あ
は
ん
」
と
い
ふ
。
女
も
は
た

い
と
あ
は
じ
と
も
お
も
へ
ら
ず
。〈
中
略
〉
を
ん
な
の
ね
や
ち
か
く
あ
り

け
れ
ば
、
女
、
人
を
し
づ
め
て
、
ね
ひ
と
つ
ば
か
り
に
男
の
も
と
に
き
た

り
け
り
。
お
と
こ
、
は
た
ね
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
と
の
か
た
を
見
い
だ
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詩
経
に
君
子
を
ま
め
や
か
な
る
と
云
よ
り
、
業
平
を
ま
め
男
と
伊
勢
が

物
語
を
作
り
、
又
夫
を
小
粒
の
大
豆
に
と
り
な
せ
し
八
文
字
や
が
ま
め
男

の
前
後
の
秀
文
妙
作
も
、〈
後
略
〉）

17
（

『
二
代
男
』
作
者
は
、『
詩
経
』
の
言
葉
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
「
ま
め
男
」

と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、「
八
文
字
や
が
ま
め
男
の
前
後
の
秀
文
妙
作
」、
つ

ま
り
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』
で
は
、「
ま
め
男
」
を
豆
の
よ
う
に
小
さ
い
男

と
い
う
趣
向
に
変
換
し
た
と
述
べ
る
。

ま
た
、
佐
伯
氏
に
よ
れ
ば
、『
二
代
男
』
巻
五
の
三
「
初
旅
に
辰
日
門
出
𠮷

の
品
川
」
に
、
業
平
天
神
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
。）

18
（

こ
の
章
で
は
、
品

川
の
遊
女
に
通
う
男
を
戒
め
る
た
め
、
作
蔵
が
次
の
よ
う
に
男
へ
告
げ
る
。

〈
作
蔵
は
〉
提
た
ば
こ
盆
の
取
手
へ
飛
上
り
、
声
は
り
あ
げ
、「
暫
々
」

と
海
老
蔵
掛
リ
に
い
ふ
。〈
中
略
〉「
我
は
業
平
の
末
社
の
神
也
。〈
中
略
〉

此
後
暫
通
を
や
め
、
女
房
に
も
心
を
休
さ
せ
、
女
郎
に
も
実
相
を
た
て
さ

せ
遣
べ
し
。
行
末
は
女
郎
も
汝
も
、
と
も
に
延
命
長
久
に
守
て
や
ら
む
。

元
ま
め
の
い
き
さ
つ
じ
や
に
依
て
、
大
豆
ほ
ど
な
姿
に
な
つ
て
、
神
使
を

ま
め
や
か
に
し
め
す
。
う
た
が
ふ
事
な
か
れ
」
と
い
へ
ば
、〈
後
略
〉

作
蔵
は
「
業
平
の
末
社
の
神
」
と
名
乗
り
、
男
を
説
得
し
て
い
る
。「
元
ま
め

の
い
き
さ
つ
じ
や
」
や
「
ま
め
や
か
に
」
の
よ
う
に
、「
ま
め
」
と
い
う
語
句

が
頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
業
平
天
神
だ
け
で
な
く
、『
伊
勢

物
語
』
の
「
ま
め
男
」
も
意
識
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
二
代
男
』
で
は
、
序
文
と
巻
五
の
三
に
、
豆
男
物
と
業
平

斎
宮
と
情
交
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
吾
妻
男
』
の
作
者
も
、
業
平
と
斎
宮

が
情
交
を
し
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
吾
妻
男
』巻
二
の
三
の
尼
は
、

『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
の
斎
宮
を
基
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、『
吾
妻
男
』巻
二
の
三
・
巻
三
の
一
で
は
、『
伊
勢
物
語
』の
男
、

す
な
わ
ち
業
平
の
行
跡
と
類
似
し
た
出
来
事
を
豆
作
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
斎
宮
と
の
情
交
や
業
平
の
伝
承
を
彷
彿
と
さ
せ
る
展
開
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
業
平
と
豆
作
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。）

15
（

五
　
先
行
作
に
お
け
る
業
平
の
要
素

こ
こ
ま
で
、『
吾
妻
男
』に
お
け
る
業
平
の
要
素
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

先
行
作
で
あ
る
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』・
『
二
代
男
』
で
は
業
平
の
要
素
と

の
つ
な
が
り
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』
で
は
、
業
平
や
業
平
天
神
が
中
心
と
な
る

章
は
存
在
せ
ず
、関
連
性
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
豆
男
」と
い
う
呼
称
は
『
懐

男
』
で
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
女
男
色
遊
』
結
末
部
で
あ
る
巻
五
の
三
「
願

ひ
の
叶
ふ
世
に
相
生
の
友
白
髪
」
の
目
録
題
に
、「
色
遊
の
世
の
中
実
入
の
よ

い
ま
め
男
」）

16
（

と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
豆
男
物
の
趣
向
に
『
伊
勢
物
語
』

第
二
段
の
「
ま
め
男
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、『
懐
男
』・『
女
男
色
遊
』

で
は
、
業
平
の
要
素
と
の
関
連
性
が
希
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、『
二
代
男
』
序
文
で
は
、
豆
男
物
の
変
遷
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
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代
男
』
以
上
に
豆
男
物
と
「
ま
め
男
」
で
あ
る
業
平
の
関
わ
り
を
強
調
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
題
名
に
『
吾
妻
男
』
と
い
う
語
句
を
使
用
し
た
の
も
、
東

下
り
を
し
た
業
平
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
二
代
男
』
や
『
吾
妻
男
』
で
述
べ
ら
れ
た
業
平
と
豆
男
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
は
、
後
続
作
の
『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
で
も
序
文
や
本
文
に
言
及

が
見
ら
れ
る
。

今
は
む
か
し
、
奈
良
京
春
日
の
里
に
豆
男
か
り
に
往
け
り
。
是
な
ん
豆

の
親
玉
な
る
べ
し
。夫
よ
り
豆
男
豆
女
の
枝
葉
一
粒
万
倍
わ
く
が
ご
と
く
、

〈
後
略
〉（『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
序
文
）

尽
せ
ぬ
神
の
御
恵
仰
ぐ
も
恐
れ
、
在
原
の
流
を
汲
し
豆
男
、
猶
其
跡
を

あ
ふ
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
、
人
に
知
ら
れ
ず
狂
ひ
歩
行
し
お
豆
も
浅
草
観

世
音
の
霊
夢
著
し
。〈
後
略
〉（『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
巻
一
の
一
）

春
日
の
里
の
豆
男
が
「
豆
の
親
玉
」
で
あ
る
こ
と
、豆
男
や
豆
女
が
「
在
原
」

の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
吾
妻
男
』
と
『
潤
色
栄
花

二
代
娘
』
と
の
間
に
成
立
し
た
豆
男
物
（『
色
道
修
行
男
』・『
潤
色
栄
花
娘
』・

『
潤
色
栄
花
娘
道
中
之
巻
』）
で
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、『
潤

色
栄
花
二
代
娘
』
の
豆
男
と
業
平
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
設
定
は
、『
吾

妻
男
』
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
豆
作
の
息
子
と
さ
れ
る
豆

之
進
が
登
場
す
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
は
『
潤
色
栄

花
娘
』
の
続
篇
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
『
吾
妻
男
』
か
ら
も
強

い
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
吾
妻
男
』
と
『
潤
色
栄
花
二

の
要
素
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、『
二
代
男
』序
文
で「
ま

め
男
」
を
「
小
粒
の
大
豆
に
と
り
な
」
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
着

目
す
べ
き
だ
ろ
う
。『
吾
妻
男
』
巻
五
の
三
に
あ
る
「
豆
男
の
名
は
か
の
卿
よ

り
起
り
し
事
」
と
い
う
設
定
は
、『
二
代
男
』
序
文
か
ら
引
き
継
が
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、『
二
代
男
』
巻
五
の
三
の
「
業
平
の
末
社
の
神
」
と
い
う
発
言
は

作
蔵
の
虚
言
で
あ
り
、
作
蔵
と
業
平
天
神
に
は
つ
な
が
り
が
存
在
し
な
い
。
そ

の
た
め
、『
吾
妻
男
』
の
よ
う
に
本
文
中
で
業
平
天
神
、
あ
る
い
は
そ
の
使
い

が
登
場
し
た
り
、
業
平
本
人
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
す
る
豆
男
物
で
は
、
目
録
や
序
文
で
『
伊
勢
物
語
』

や
業
平
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
る
が
、
本
文
中
で
は
そ
の
関
係
を
強
調
し
て
い

な
い
こ
と
が
分
か
る
。『
吾
妻
男
』
の
特
質
は
、
豆
作
の
旅
の
始
ま
り
と
終
わ

り
に
業
平
の
要
素
を
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
豆
男
物
と
業
平
に
結
び
付
き
が
あ

る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

『
吾
妻
男
』
で
は
、
巻
一
の
一
で
業
平
天
神
を
重
要
な
存
在
と
し
て
描
き
、

巻
五
の
三
で
『
伊
勢
物
語
』
を
基
に
し
た
謡
曲
『
杜
若
』
の
趣
向
を
中
心
に
物

語
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
巻
三
の
一
で
は
業
平
の
東
下
り
に
関
す
る
伝

承
を
趣
向
と
し
て
用
い
て
い
る
。『
吾
妻
男
』
は
、
本
文
中
で
業
平
の
要
素
を

多
く
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
先
行
作
で
あ
る
『
懐
男
』・
『
女
男
色
遊
』・
『
二
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て
い
る
。

（
６
）飯
倉
義
之
氏
編『
怪
異
の
時
空
２
　
怪
異
を
魅
せ
る
』（
青
弓
社
、二
〇
一
六
年
）所
収
。

（
７
）（
６
）
に
同
。
七
四
頁
。

（
８
）（
６
）
に
同
。
七
六
頁
。

（
９
）（
６
）
に
同
。
七
〇
頁
。

（
10
）
西
野
春
雄
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
謡
曲
百
番
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）。
三
〇
〇
頁
。

（
11
）以
下
、『
伊
勢
物
語
』の
引
用
は
、早
稲
田
大
学
早
稲
田
図
書
館
蔵『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』

（
請
求
番
号
：
文
庫
三
〇
／
Ｃ
〇
〇
九
九
）
の
電
子
デ
ー
タ
に
拠
っ
た
。

（
12
）（
６
）
に
同
。
七
八
頁
。

（
13
）
石
原
昭
平
氏
「
業
平
・
小
町
を
歩
く
―
武
蔵
野
に
お
け
る
新
資
料
を
中
心
に
―
」（『
国

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
八
巻
九
号
、
一
九
八
三
年
七
月
）。

（
14
）『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』の
引
用
は
、早
稲
田
大
学
早
稲
田
図
書
館
蔵『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』

（
請
求
番
号
：
イ
〇
四
／
〇
三
一
六
三
／
〇
二
〇
八
）
の
電
子
デ
ー
タ
に
拠
っ
た
。

（
15
）『
吾
妻
男
』
に
は
、
本
稿
で
取
り
挙
げ
た
章
以
外
に
も
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響

が
疑
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　『
吾
妻
男
』
巻
五
で
は
、
雌
の
狐
に
こ
れ
ま
で
の
行
動
を
咎
め
ら
れ
た
豆
作
（
巻
五

の
一
）
が
、
諸
国
修
行
を
志
し
て
箱
根
温
泉
に
立
ち
寄
り
（
巻
五
の
二
）、
最
終
的
に

三
河
国
八
橋
へ
辿
り
着
く
（
巻
五
の
三
）
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
各
章
の
内
容
に

関
連
性
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
自
ら
の
行
動
を
咎
め
ら
れ
た
主
人
公
が
東
か

ら
西
へ
向
か
っ
て
旅
を
す
る
と
い
う
展
開
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
を
意
識
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
巻
五
の
一
の
狐
に
は
大
工
の
男
に
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
設
定
が
あ
る
が
、

荒
川
結
香
氏
「
中
世
異
類
女
房
譚
の
一
形
成
―
お
伽
草
子
「
木
幡
狐
」
を
中
心
に
―
」

（『
国
文
目
白
』第
五
四
号
、二
〇
一
五
年
二
月
）に
よ
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
難
儀
注
』や『
曽

我
物
語
』
に
、
玉
津
島
明
神
の
使
い
で
あ
る
狐
と
業
平
の
恋
愛
が
描
か
れ
た
説
話
が

代
娘
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）『
吾
妻
男
』の
諸
本
は
、国
文
学
研
究
資
料
館「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

（h
ttp

://
b

a
se

1
.n

ijl.a
c

.jp
/

~
tk

o
te

n
/

）
に
よ
れ
ば
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館

大
惣
本（
全
巻
）に
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る『
吾
妻
男
』の
引
用
は
、

右
の
伝
本
に
拠
っ
た
。

　
　
　
京
都
大
学
附
属
図
書
館
大
惣
本
『
吾
妻
男
』（
請
求
番
号
：
四
・
四
二
／
ア
／
一
）

の
書
誌
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
書
型
、
横
本
、
五
巻
五
冊
。
刊
本
。
縦
一
三
・
二
㎝
、
横
一
九
・
六
㎝
。
外
題
、
表

紙
左
肩
に
題
簽
「
吾
妻
男
仙
伝
枕
　
一
（
〜
五
）」。
目
録
題
、「
吾
妻
男
仙
伝
枕
巻
之

一
（
〜
五
）」。
内
題
、「
吾
妻
男
仙
伝
枕
巻
之
一
（
〜
五
）」。
序
、
巻
一
に
あ
り
。
末

に
「
野
暮
店
住
御
客
散
人
書
」
と
の
記
載
あ
り
。
文
末
に
「
明
和
三
年
／
戌
　
正
月
」

と
あ
り
。
跋
、
な
し
。
末
尾
に
『
仙
伝
枕
後
篇
栄
花
女
世
継
枕
』
の
出
版
予
告
あ
り
。

　
　
　
引
用
に
際
し
、
句
読
点
は
私
に
改
め
、
適
宜
濁
点
・
半
濁
点
を
施
し
、
振
り
仮
名

は
省
略
し
た
。
ま
た
、
引
用
中
に
私
に
施
し
た
注
記
は
〈
〉
に
、
会
話
文
は
「
」
に

入
れ
た
。
他
の
文
献
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
２
）『
色
道
修
行
男
』
の
引
用
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
本
に
拠
っ
た
。

（
３
）
以
下
、『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』
の
引
用
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
蔵
本

に
拠
っ
た
。

（
４
）『
色
道
修
行
男
』
に
お
け
る
先
行
作
の
趣
向
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
色

道
修
行
男
』
試
論
―
巻
三
に
お
け
る
趣
向
の
利
用
に
つ
い
て
―
」（『
国
文
学
攷
』
第

二
三
九
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
）
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
５
）『
潤
色
栄
花
二
代
娘
』の
豆
之
進
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
主
人
公
の
設
定
か
ら
見
る
『
潤

色
栄
花
二
代
娘
』」（『
国
文
学
攷
』
第
二
四
三
号
、二
〇
一
九
年
九
月
）
で
考
察
を
行
っ
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引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
相
手
と
な
る
人
物
は
異
な
る
が
、
狐
が
人
間
に
恋
を
す

る
と
い
う
要
素
は
共
通
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
吾
妻
男
』
巻
五
の
一
の
狐
は
、
説

話
に
登
場
す
る
玉
津
島
明
神
の
使
い
の
狐
が
基
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

巻
五
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
業
平
や
『
伊
勢
物
語
』
と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
察
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
）
八
文
字
屋
本
研
究
会
編
『
八
文
字
屋
本
全
集
』
第
五
巻
（
汲
古
書
院
、一
九
九
三
年
）。

三
〇
七
頁
。

（
17
）
以
下
、『
二
代
男
』
の
引
用
は
、
花
咲
一
男
氏
校
訂
『
栄
花
遊
二
代
男
』（
太
平
書
屋
、

一
九
八
二
年
）
に
拠
っ
た
。

（
18
）（
６
）
に
同
。
七
四
頁
。

〔
付
記
〕

『
吾
妻
男
』
の
複
写
を
お
許
し
下
さ
っ
た
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
対
し
、
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。―

ふ
く
お
か
・
い
す
ず
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―


