
『
更
級
日
記
』
の
構
造
と
そ
の
信
仰
遍
歴

　
　
　
　
　
ー
天
台
本
覚
思
想
と
阿
弥
陀
浄
土
信
仰

飯
島
　
裕
　
三

は
じ
め
に

　
『
更
級
日
記
』
は
、
古
典
文
学
の
初
歩
的
な
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
素
朴
さ
に
共
感
が
寄
せ
ら
れ
愛
さ
れ
て
き
た
作
品
止
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ヤ

え
よ
う
。
し
か
し
最
近
の
研
究
の
成
果
は
そ
の
よ
う
な
『
更
級
日
記
』
観
の
修
正
を
迫
っ
て
い
る
。
例
挽
ば
「
そ
れ
を
作
者
の
実
人
生
と
し
て
読
力
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朴
な
姿
勢
は
排
さ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で

も
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
と
い
う
作
品
は
「
日
記
」
と
い
う
言
葉
に
幻
惑
さ
れ
て
本
質
を
見
失
い
が
ち
だ
が
、
そ
の
実
態
は
作
者
が
五
十
歳
を
過
ぎ
た

頃
に
四
十
年
近
く
も
前
、
物
語
に
ひ
た
す
ら
あ
こ
が
れ
て
い
た
少
女
期
の
追
憶
か
ら
始
ま
り
、
次
第
に
物
語
の
世
界
之
実
人
生
の
乖
離
を
身
を
以
て
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば

験
し
た
果
て
に
書
き
上
げ
た
「
回
想
記
」
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
女
は
そ
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ロ
ゆ
　
ピ
も

生
の
過
程
で
末
法
到
来
と
い
う
時
代
に
遭
遇
し
、
す
べ
て
の
宗
教
的
な
救
い
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
未
曾
有
の
時
代
を
生
さ
旋
亡
と
で
あ
る
。
当
初
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
コ
ノ
ま
　
　
　
　
　
リ
ニ
ロ

薬
師
如
来
へ
の
現
世
利
益
的
な
信
仰
に
安
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
晩
年
に
か
け
て
n
来
世
の
救
済
を
求
め
て
浄
止
の
教
え
裳
す
が
ろ
う
と
す
る
、
真
剣

な
宗
教
的
回
心
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
こ
の
作
品
の
ベ
ー
ス
に
は
作
者
の
家
集
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
家
集
を
背
景
に
し
な
が
ら
も
全
体
と
し
て
は
そ
の
家
集
か
ら
脱
皮
し
、
散
文
と
し
て
体
裁
を
整
え
た
作
者
の
人
生
の
回
顧
録
の
形
を
と
り
、

自
分
の
人
生
の
再
解
釈
と
も
い
う
べ
き
作
品
と
し
て
仕
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
記
の
冒
頭
部
を
読
ん
で
み
れ
ば
直
ち
に
感
得
で
き
る
。

（31）
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東
路
の
み
ち
の
は
て
よ
り
も
、
猶
お
く
つ
か
た
に
お
い
・
で
た
る
人
、
い
か
許
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
お
も
ひ
は
じ
め
け
る
事
に
か
、

世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
物
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
お
も
ひ
つ
・
、
つ
れ
く
な
る
ひ
る
ま
、
宵
居
な
と
に
、
姉
、
継
母
な
と
や
う
の

人
く
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
ひ
か
る
源
氏
の
あ
る
や
う
な
と
、
と
こ
ろ
く
か
た
る
を
き
く
に
、
い
と
f
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が

お
も
ふ
ま
・
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
か
た
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
・
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
つ
く
り
て
、
手
あ
ら
ひ
な
ど
し
て
、

人
ま
に
み
そ
か
に
い
り
つ
・
、
「
京
に
と
く
あ
げ
給
て
、
物
が
た
り
の
多
く
候
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給
へ
」
と
、
身
を
す
て
・
額
を
つ
き
、



211

い
の
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
と
し
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
門
出
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
に
う
つ
る
。

　
　
　
　
　
（
吉
岡
　
嚥
校
注
『
更
級
日
記
』
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
以
下
『
更
級
日
記
』
の
本
文
は
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
同
書
に
よ
る
）

従
来
こ
の
冒
頭
箇
所
を
解
釈
す
る
と
き
の
前
提
と
し
て
、
日
記
の
主
を
菅
原
孝
標
女
で
あ
る
と
し
て
読
む
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
日
記
の
原
本

か
ら
書
き
写
し
た
、
藤
原
定
家
直
筆
の
写
本
の
奥
書
に
す
で
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
孝
標
が
「
上
総
介
」
で
あ
っ
た
事
実
に
惹
か
れ
、

「
あ
ず
ま
路
の
道
の
は
て
（
1
1
常
陸
）
」
と
い
う
矛
盾
し
た
表
現
に
戸
惑
い
を
覚
え
、
そ
れ
を
ど
う
解
消
す
る
か
で
多
く
の
議
論
が
闘
わ
さ
れ
る
結
果
を

　
　
　
　
ニ
　

招
い
た
。
し
か
し
孝
標
女
と
い
う
先
入
観
を
排
除
し
て
虚
心
に
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
み
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
主
人
公
は
「
東
路
の
道
の
は
て
」

で
あ
る
常
陸
よ
り
も
も
っ
と
奥
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
田
舎
娘
で
あ
る
、
と
作
者
は
読
み
手
に
そ
う
い
う
情
報
だ
け
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
こ
の
日
記
が
本
質
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。
し
か
し
何
故
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
『
更
級
日
記
』
の
書
か
れ
た
十
一
世
紀
の
中
葉
、
「
東
路
の
み
ち
の
は
て
よ
り
も
、
猶
お
く
つ
か
た
に
お

い
・
で
た
る
人
」
と
い
う
情
報
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
作
者
に
は
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
浮

舟
で
あ
っ
た
。
浮
舟
を
連
想
さ
せ
る
に
は
「
上
総
」
と
い
う
事
実
は
都
合
が
悪
か
っ
た
。
作
者
に
は
、
あ
こ
が
れ
の
浮
舟
と
同
化
し
た
い
と
い
う
強
い

願
望
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
浮
舟
は
宇
治
八
宮
の
三
女
で
あ
り
な
が
ら
大
君
や
中
の
君
と
は
異
母
妹
で
あ
る
。
常
陸
介
の
後
妻
と
な
っ
た
母
に
従
っ
て

東
国
で
成
長
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
浮
舟
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
田
舎
娘
が
、
「
物
語
」
に
夢
中
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
等
身
の
薬
師
仏
」
へ

の
祈
念
に
よ
っ
て
つ
い
に
「
物
語
」
の
あ
ふ
れ
る
都
へ
の
旅
立
ち
が
叶
っ
た
。
そ
う
い
う
少
女
の
夢
に
あ
ふ
れ
た
時
代
か
ら
、
人
生
の
様
々
な
辛
酸
を

嘗
め
る
こ
と
で
次
第
に
人
生
の
本
質
に
目
覚
め
て
い
く
。
そ
し
て
浮
舟
も
理
想
的
な
男
性
の
求
愛
を
受
け
な
が
ら
も
決
し
て
幸
せ
な
人
生
を
送
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
作
者
の
人
生
に
は
、
常
に
浮
舟
の
生
き
方
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
こ
の
日
記
の
作
者
は
、
こ
れ
か
ら
記

す
こ
と
は
必
ず
し
も
真
実
で
は
な
い
と
、
こ
こ
で
表
明
し
て
い
る
と
も
受
け
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
虚
構
は
、
こ
の
冒
頭
箇
所
に
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
物
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば

や
と
お
も
ひ
つ
・
」
と
い
う
表
現
を
考
え
て
み
よ
う
。
従
来
こ
の
一
節
に
つ
い
て
の
諸
家
の
言
及
は
な
い
が
、
孝
標
が
道
真
の
子
孫
で
あ
り
、
本
来
学

問
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
こ
に
登
場
す
る
継
母
と
は
「
東
宮
大
進
高
階
成
行
」
の
娘
で
、
後
一
条
天
皇
中
宮
威
子
に
仕
え
、
後
拾
遺
集
に
も
一
首

入
集
す
る
ほ
ど
の
教
養
あ
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
女
性
と
と
も
に
孝
標
は
ま
だ
十
歳
ほ
ど
の
作
者
と
そ
の
姉
を
引
き
連
れ
て
上
総
ま
で
下

向
し
た
わ
け
で
、
歌
集
や
物
語
類
を
携
行
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
都
を
遠
く
は
な
れ
た
地
に
赴
任
す
る
時
、
田
舎

暮
ら
し
を
す
る
女
性
の
無
柳
を
慰
め
る
た
め
に
歌
集
や
物
語
類
を
携
行
し
て
行
く
の
は
常
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
娘
の
結
婚
相
手
を
田
舎
人
に
求
め

る
の
な
ら
ば
論
外
で
あ
る
が
、
数
年
後
に
帰
京
し
た
娘
た
ち
が
、
田
舎
の
風
に
染
ま
ら
ず
都
人
の
感
覚
を
失
わ
な
い
た
め
に
も
そ
れ
は
必
需
品
で
あ
り
、

（32）



親
と
し
て
の
当
然
の
義
務
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
京
都
に
た
ど
り
着
い
た
作
者
が
『
源
氏
物
語
』
五
十
余
巻
を
譲
り
受
け
た
相
手
は
、
「
を
ば

な
る
人
の
ゐ
中
よ
り
の
ぼ
り
た
る
所
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
娘
た
ち
を
伴
っ
て
地
方
に
下
向
す
る
貴
族
が
、
教
養
を
学
ぶ
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
物
語
類

を
携
帯
し
な
い
で
下
向
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
「
更
級
日
記
』
に
書
か
れ
る

世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
物
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
お
も
ひ
つ
・
、
つ
れ
く
な
る
ひ
る
ま
、
宵
居
な
と
に
、
姉
、
継
母
な
と
や
う
の

人
く
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
ひ
か
る
源
氏
の
あ
る
や
う
な
と
、
と
こ
ろ
く
か
た
る
を
き
く
に
、
い
と
“
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が

お
も
ふ
ま
・
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
か
た
ら
む
。

と
、
ま
る
で
自
分
の
周
り
に
は
物
語
の
草
子
類
な
ど
は
い
っ
さ
い
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
は
、
自
分
の
生
活
環
境
を
偽
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
そ
こ
に
「
東
路
の
道
の
は
て
」
と
同
じ
よ
う
な
、
自
分
の
出
自
に
関
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
演
出
が
あ
り
、
田
舎

育
ち
を
あ
え
て
強
調
し
た
い
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
父
が
正
五
位
下
菅
原
孝
標
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
作
者
が
浮
舟
に
な
り

き
っ
て
生
き
る
上
で
不
都
合
な
情
報
な
の
で
、
覆
い
隠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
に
な
る
の
が
「
と
う
し
ん
（
等
身
）
に
や
く
し
ほ
と
け
を
つ
く
り
て
」
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
「
薬
師
如
来
」
の
造
仏
の
記
録
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

調
べ
る
と
、
実
は
想
像
以
上
に
「
薬
師
如
来
」
の
作
例
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
本
論
で
も
言
及
す
る
が
、
「
薬
師
如
来
」
は
病

を
癒
す
こ
と
を
主
眼
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
実
に
多
様
な
願
望
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
現
世
利
益
を
約
束
す
る
代
表
的
な
仏
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
に
「
等
身
に
薬
師
仏
を
つ
く
り
て
」
と
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
仏
を
造
っ
た
の
は
作
者
自
身
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
親
が
仏
師

に
依
頼
し
て
造
ら
せ
た
本
格
的
な
仏
像
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
に
素
直
に
従
え
ば
本
人
の
造
っ
た
も
の
と
読
め
る
が
、
し
か
し
十
歳
ほ
ど
の
少
女
に

等
身
大
の
仏
像
が
造
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
注
釈
書
、
研
究
書
類
で
も
意
見
が
異
な
る
。
十
歳
足
ら
ず
の
作
者
が
作
っ

た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
稚
拙
な
恐
ら
く
は
他
者
が
見
て
も
薬
師
仏
と
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
親
が
当
地
の
仏
師

に
頼
ん
で
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
等
身
大
の
そ
れ
な
り
に
立
派
な
仏
像
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
研
究
者
に
よ
っ
て
は
壁
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

描
か
れ
た
絵
画
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
人
も
い
る
が
、
あ
と
の
記
述
に

（33）

人
ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
捨
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人
知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。
　
（
三
七
一
頁
）

－o

@
　
と
い
う
一
節
が
あ
る
以
上
、
こ
こ
は
彫
像
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
し
、
仏
師
の
造
っ
た
本
格
的
な
仏
像
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
さ
れ
る
と
い
う

2
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の
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
日
記
の
他
の
部
分
に

母
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
、
え
ゐ
て
ま
ゐ
ら
ぬ
か
は
り
に
と
て
、
僧
を
い
だ
し
た
て
・
、
初
瀬
に
ま
う
で
さ
す
め
り
。
「
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
こ

の
人
の
あ
べ
か
ら
む
さ
ま
、
夢
に
見
せ
給
へ
」
な
ど
い
ひ
て
、
ま
う
で
さ
す
る
な
め
り
。
そ
の
ほ
ど
は
、
精
進
せ
さ
す
。
（
四
〇
二
～
四
〇
三
頁
）

な
ど
と
他
者
を
し
て
そ
の
行
為
を
さ
せ
る
と
き
に
は
、
使
役
の
助
動
詞
を
正
確
に
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
こ
こ
は
作
者
の
手
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
薬
師
像
と
考
え
る
の
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
事
が
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
は
後
に
作
者
の
夢
の
記
事
と
し
て
、
彼
女
の
前
世
は
仏
師
で
あ
っ
た
と
い
う
夢
と
繋
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
更

級
日
記
』
全
体
の
構
成
を
考
え
る
と
き
、
こ
こ
で
薬
師
仏
を
見
捨
て
て
京
に
旅
立
つ
と
い
う
の
は
、
あ
る
象
徴
的
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
日
記
が
作
者
の
晩
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
四
十
年
経
っ
て
も
彼
女
の
記
憶
か
ら
消
え
な
か
っ
た
事
物
は
、
彼
女
の

そ
の
後
の
人
生
に
深
く
関
わ
り
、
後
々
意
味
を
持
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
記
憶
は
、
巧
妙
に
意
味
づ
け
さ
れ
、
再
構
築
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
一
見
何
気
な
い
記
述
を
、
全
体
の
構
成
に
注
意
し
て
読
み
直
す
と
、
従
来
気
付
か
な
か
っ

た
『
更
級
日
記
』
の
テ
ー
マ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（34）

作
者
の
信
仰
形
態
へ
の
浮
舟
の
影
響
に
つ
い
て

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
は
日
記
を
書
く
つ
も
り
な
ど
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
意
図
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
回
想
記
を
書
く
つ

も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
仮
説
に
立
つ
と
「
東
路
の
み
ち
の
は
て
よ
り
も
、
猶
お
く
つ
か
た
に
お
い
・
で
た
る
人
」
と
い
う
事
実
と
相
違
す

る
冒
頭
箇
所
の
謎
が
解
き
明
か
さ
れ
て
く
る
。
自
己
の
生
い
立
ち
を
浮
舟
に
重
ね
る
こ
と
で
、
作
中
人
物
と
一
体
感
を
持
つ
。
そ
れ
は
彼
女
が
晩
年
に

至
っ
て
も
浮
舟
の
生
き
方
に
共
感
を
持
ち
続
け
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
日
記
冒
頭
は
作
者
の
晩
年
の
自
己
の
人
生
を
再
構
成

し
よ
う
と
し
た
意
志
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
晩
年
の
彼
女
に
と
っ
て
、
浮
舟
の
生
涯
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
は
な
く
作
者
の
実

人
生
に
重
な
る
も
の
と
し
て
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
現
実
と
物
語
が
交
錯
す
る
中
で
、
彼
女
の
考
え
る
人
生
に
不
具
合
な
出
来
事

は
、
朧
化
さ
れ
た
り
書
き
換
え
ら
れ
た
り
消
去
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
浮
舟
を
装
う
の
に
不
都
合
な
事
実
は
書
き
換
え
ら
れ
、

「
東
路
の
み
ち
の
は
て
よ
り
も
、
猶
お
く
つ
か
た
に
お
い
・
て
た
る
人
」
は
物
語
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
見
た
こ
と
も
な
い
田
舎
者
と
し
て
表
現
さ
れ

る
謎
も
解
け
る
こ
と
に
な
る
。



　
都
に
落
ち
着
き
物
語
を
手
に
入
れ
た
彼
女
は
、
当
初
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
て
そ
れ
か
ら
大
納
言
の
娘
の
話
、
そ
の
娘
が
転
生
し

た
猫
の
話
。
物
語
的
要
素
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、
こ
の
作
品
が
そ
の
よ
う
な
意
図
で
書
か
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
記
し
た
日
記
と
読
む
こ
と
自
体
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
で
に
先
行
す
る
「
土
佐
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

に
お
い
て
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
記
に
は
浮
舟
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
箇
所
が
全
部
で
四
か
所
あ
る
。
最
初
は
待
望
の
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
を
「
を
ば
な
る
人
」

か
ら
譲
り
受
け
た
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
十
四
歳
の
時
の
回
想
で

（
1
）
　
わ
れ
は
こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ
か
し
、
さ
か
り
に
な
ら
ば
、
容
貌
も
か
ぎ
り
な
く
よ
く
、
髪
も
い
み
じ
く
な
が
く
な
り
な
む
。
光
の
源
氏
の
夕
顔
、

　
　
宇
治
の
大
将
の
浮
舟
の
女
ぎ
み
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
け
る
心
、
ま
つ
い
と
は
か
な
く
、
あ
さ
ま
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
六
頁
）

こ
の
一
文
の
直
前
に
彼
女
は

夢
に
、
い
と
き
よ
げ
な
る
僧
の
、
黄
な
る
地
の
袈
裟
き
た
る
が
来
て
、

ら
ず
、
な
ら
は
む
と
も
思
か
け
ず

「
法
華
経
五
の
巻
を
、
と
く
な
ら
へ
」
と
い
ふ
と
見
れ
ど
、
人
に
も
か
た

（35）

と
い
う
夢
を
語
っ
て
い
る
。

　
次
に
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
作
者
二
十
五
歳
こ
ろ
の
記
事
に

（
H
）
　
こ
の
ご
ろ
の
世
の
人
は
、
十
七
八
よ
り
こ
そ
、
経
よ
み
、
行
ひ
も
す
れ
、
さ
る
こ
と
思
か
け
ら
れ
ず
。
か
ら
う
じ
て
思
よ
る
こ
と
は
、
、
い
み

　
　
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
や
う
の
お
は
せ
む
人
を
、
年
に
ひ
と
た
び
に
て
も
か
よ
は
し
た
て
ま
つ
り

　
　
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
す
へ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文

　
　
な
ど
を
時
く
ま
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
九
八
頁
）

　
　
ま
こ
と
に
少
女
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
と
も
読
め
る
記
事
だ
が
、
作
者
は
す
で
に
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
直
後
の

㎜
　
　
記
述
に
父
孝
標
が
「
親
か
ら
う
じ
て
、
は
る
か
に
遠
き
東
に
な
り
て
」
と
あ
っ
て
、
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
父
孝
標
は
常
陸
介
に
任
官
し
て
い
る
。



即
　
　
歳
は
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
作
者
は
二
十
四
歳
。
父
孝
標
が
浮
舟
の
継
父
と
同
じ
常
陸
介
と
な
っ
て
下
向
す
る
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
「
こ
の
ご
ろ
の
世
の
人
は
、
十
七
八
よ
り
こ
そ
、
経
よ
み
、
行
ひ
も
す
れ
、
さ
る
こ
と
思
か
け
ら
れ
ず
」
と
い
う
言

　
　
葉
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
次
は
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
作
者
三
十
三
歳
と
思
わ
れ
る
結
婚
直
後
の
述
懐
に
見
え
る
。

（
皿
）
　
そ
の
の
ち
は
、
な
に
と
な
く
ま
ぎ
ら
は
し
き
に
、
物
語
の
こ
と
も
う
ち
絶
え
わ
す
ら
れ
て
、
物
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
心
も
な
り
は
て
て
ぞ
、

　
　
な
ど
て
、
多
く
の
年
月
を
、
い
た
づ
ら
に
て
臥
起
き
し
に
、
お
こ
な
ひ
を
も
物
も
う
で
を
も
せ
ざ
り
け
む
、
こ
の
あ
ら
ま
し
ご
と
と
て
も
、
思

　
　
（
ひ
）
し
こ
と
ど
も
は
、
こ
の
世
に
あ
ん
べ
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
や
、
光
源
氏
ば
か
り
の
人
は
、
こ
の
世
に
お
は
し
け
り
や
は
、
薫
の
大
将
の

　
　
宇
治
に
か
く
し
す
へ
給
べ
き
も
な
き
世
な
り
、
あ
な
物
ぐ
る
を
し
、
い
か
に
よ
し
な
か
り
け
る
心
也
、
と
思
し
み
は
て
て
、
ま
め
く
し
く
す
ぐ

　
　
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
）

お
そ
ら
く
は
夫
を
迎
え
遅
い
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
に
よ
り
、
「
光
源
氏
ば
か
り
の
人
」
が
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
（
H
）
と
の
間
に
大
き
な
断
層
が
生
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
「
ま
め
く
し
く
す
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て

ず
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
今
ま
で
も
ち
続
け
て
き
た
物
語
へ
の
あ
こ
が
れ
が
全
く
消
え
失
せ
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
表
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
「
多
く
の
年
月
を
、
い
た
づ
ら
に
て
臥
起
き
し
に
、
お
こ
な
ひ
を
も
物
も
う
で
を
も
せ
ざ
り
け

む
、
」
と
あ
る
述
懐
に
注
意
し
て
お
く
。

　
最
後
は
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
作
者
三
十
九
歳
の
時
。
彼
女
が
初
瀬
に
参
詣
す
る
と
き
の
宇
治
の
渡
し
で
の
記
事
で
あ
る
。

（36）

（
V
I
）
　
つ
く
、
つ
く
と
見
る
に
、
紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の
事
あ
る
を
、
い
か
な
る
所
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
、

　
　
と
ゆ
か
し
く
思
し
所
ぞ
か
し
。
げ
に
を
か
し
き
所
か
な
と
思
つ
・
、
か
ら
う
じ
て
渡
て
、
殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の

　
　
女
ぎ
み
の
、
か
か
る
所
に
や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
つ
思
い
で
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
二
〇
頁
）

　
こ
の
四
つ
の
記
事
を
読
む
と
、
（
1
）
、
（
1
1
）
で
浮
舟
に
あ
こ
が
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
生
を
送
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
作
者
の
夢
は
結
婚
を
期
に
（
m
）

で
も
っ
て
物
語
り
世
界
に
訣
別
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
す
る
身
で
あ
っ
て
は
、
女
房
と
し
て
華
や
か
な
世
界
に
身
を
置
き

高
貴
な
方
々
と
の
交
際
を
体
験
し
、
物
語
世
界
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
W
）
に
い
た
っ
て
、
作
者
が
三
十
九
歳
を
迎
え
る
頃
に
は
浮



舟
の
人
生
を
娘
時
代
と
同
じ
よ
う
に
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
こ
の
日
記
を
執
筆
し
た
時
点
で
も
変
ら
ぬ

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
女
は
物
語
に
耽
溺
す
る
自
分
の
生
活
を
俄
悔
し
て
い
る
そ
の
一
方
で
、
浮
舟
の
生
き
か
た
に

終
生
あ
こ
が
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
浮
舟
は
理
想
的
と
も
思
わ
れ
る
貴
公
子
二
人
に
言
い
寄
ら
れ
、
悩
み
な
が
ら
そ
れ
ら
を
振
り
切
っ
て
出
家
の
道

を
選
択
し
て
行
く
。
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
か
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
浮
舟
は
決
し
て
煩
悩
の
多

い
俗
世
か
ら
救
済
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
物
語
は
途
切
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
大
き
な
疑
問
が
持
ち
上
が
る
の
だ
。
そ
れ
は

ど
う
し
て
晩
年
に
至
る
ま
で
菅
原
孝
標
女
は
、
そ
の
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
に
憧
れ
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
私

は
『
更
級
日
記
』
の
執
筆
の
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
章
で
ま
た
論
じ
る
こ
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
四
つ
の
浮
舟
関
係
の
記
述
に
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
作
者
が
『
源
氏
物
語
』
や
浮
舟
に
言
及
す
る
と

き
、
い
つ
も
心
の
中
に
宗
教
的
な
葛
藤
が
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
語
り
に
耽
溺
す
る
こ
と
は
罪
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う

自
責
の
念
を
抱
え
つ
つ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
語
世
界
に
の
め
り
こ
む
自
分
を
、
ど
う
に
も
も
て
あ
ま
し
気
味
に
、
自
嘲
的
に
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
五
十
歳
を
過
ぎ
た
執
筆
時
か
ら
発
せ
ら
れ
る
感
想
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
（
W
）
の
記
述
に
は
他
と
異
な
り
、

な
ん
ら
宗
教
的
な
反
省
の
辞
が
見
出
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
こ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「
殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
」
と
は
藤
原
頼
通
が
道

長
よ
り
伝
領
し
た
別
荘
で
あ
り
、
永
承
七
年
に
寺
に
改
造
さ
れ
宇
治
の
平
等
院
と
号
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
一
節
が
書
か
れ
た
の
は
永
承
元
年

（一

Z
四
六
）
作
者
三
十
九
歳
の
時
で
は
あ
る
が
、
『
更
級
日
記
』
が
完
成
し
た
と
き
に
は
既
に
寺
院
と
し
て
の
体
裁
は
当
然
整
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
つ
ま
り
四
つ
の
記
事
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
宗
教
的
な
背
景
が
付
随
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
浮
舟
を
引
用
す
る
と
き
に
、
常
に
物
語
に

の
め
り
こ
む
自
分
を
罪
深
い
存
在
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
作
者
の
本
心
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
そ
ん
な
自
分
を
肯

定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
引
用
す
る
の
は
作
者
五
十
歳
の
時
に
夫
俊
通
が
信
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
翌
年
夫
は
病
を
得
て
帰
京
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
悲
運
が
記
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
が
、
彼
女
は
自
分
の
人
生
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
感
慨
を
洩
ら
す
の
で
あ
っ
た
。

（37）

昔
よ
り
、

ら
ま
し
。

よ
し
な
き
物
語
、
歌
の
こ
と
を
心
に
し
め
で
、
よ
る
ひ
る
思
て
、
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば
、

い
と
か
・
る
夢
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
三
〇
頁
）

　
　
確
か
に
夫
を
亡
く
し
た
と
き
に
は
自
分
の
人
生
を
悔
い
改
め
る
よ
う
な
思
い
を
持
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
発
言
以
降
彼
女
が
物
語
や
歌
か

踊
　
　
ら
遠
の
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
本
心
で
そ
う
思
っ
て
い
た
の
な
ら
、
こ
の
日
記
の
書
か
れ
方
は
相
当
現
存



205

す
る
も
の
と
は
内
容
を
異
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
に
の
め
り
込
ん
だ
若
き
日
か
ら
の
自
分
の
人
生
を
全
部
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
彼
女
は
物
語
に
執
着
す
る
自
分
の
人
生
を
全
否
定
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
事
実
は
違
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
の
冒
頭
箇
所
の
生
き
生
き
と
し
た
少
女
期
の
描
写
は
説
明
が
出
来
な
い
。
煩
悩
と
も
い
う
べ
き
物
語
へ
の
執
着
を
捨
て
ず
に
、

極
楽
浄
土
へ
の
往
生
と
い
う
矛
盾
し
た
救
済
を
彼
女
は
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
の
か
、
し
て
い
な
い
の
か
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
彼
女
が
信
仰
し
て
き

た
薬
師
信
仰
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
悩
み
つ
つ
生
き
る
浮
舟
の
生
き
方
こ
そ
が
作
者
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
は
こ
の
作
品
を
書
き
出
し
た
と
き
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
の
生
き
方
を
下
敷
き
に
し
、
自
分
の
実

人
生
の
再
構
成
を
企
図
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
そ
の
と
き
彼
女
は
常
に
物
語
よ
り
も
仏
道
修
行
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
反
省
を
口
に

し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
い
つ
も
果
た
さ
れ
て
は
い
ず
、
口
先
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
に
は
彼
女
が
そ
の
よ
う
な
一
見
優
柔
不
断
な
態
度
を
と

る
に
は
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
祐
子
内
親
王
家
に
出
仕
し
た
こ
と
が
原
因
な
の
で
は
な
い
か
。
内
親
王
は
こ
の
と
き
ま
だ
二

歳
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
内
親
王
と
彼
女
に
仕
え
る
女
房
の
た
め
に
専
属
の
物
語
作
家
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
定
家
が
書
い
た
『
更
級
日
記
』

の
奥
書
に
、

ひ
た
ち
の
か
み
す
が
は
ら
の
た
か
す
ゑ
む
す
め
の
日
記
也
。

ど
は
、
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
そ
。

（
中
略
）
よ
は
の
ね
ざ
め
、
み
つ
の
は
ま
ま
つ
、
み
つ
か
ら
く
ゆ
る
、

あ
さ
く
ら
な

（
四
三
三
頁
）

（38）

と
数
々
の
作
品
群
が
あ
る
こ
と
は
、
実
は
祐
子
内
親
王
家
で
の
彼
女
の
立
場
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
女
が
物
語
作
家
と
し
て
出
仕
し
た

の
な
ら
納
得
が
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
物
語
作
家
と
し
て
、
物
語
に
執
着
し
て
生
き
る
し
か
な
い
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
境
遇
の
中
で
の
彼
女
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
よ
う
。

一一

w
更
級
日
記
』
に
お
け
る
薬
師
信
仰
と
阿
弥
陀
信
仰
に
つ
い
て

　
私
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
『
更
級
日
記
』
の
構
造
を
宗
教
的
な
面
か
ら
解
き
明
か
せ
な
い
か
と
い
う
思
い
で
書
き
始
め
た
。
な
ぜ
な
ら
作
者
は
そ

の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
薬
師
仏
を
頼
み
、
日
記
の
最
終
段
階
で
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
へ
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
の
信

仰
が
現
世
利
益
的
、
招
福
除
災
的
な
も
の
か
ら
、
死
後
の
安
心
を
極
楽
浄
土
へ
求
め
る
浄
土
教
へ
の
回
心
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
奇
し

く
も
薬
師
如
来
は
仏
教
的
な
世
界
観
の
中
で
東
方
浄
瑠
璃
世
界
の
教
主
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
は
西
方
極
楽
浄
土
の
教
主
で
あ
る
。
「
奇
し
く
も
」
と



い
っ
た
の
は
、
作
者
が
東
方
の
地
「
東
（
あ
づ
ま
）
」
に
滞
在
し
た
と
き
は
東
方
の
仏
で
あ
る
「
薬
師
如
来
」
を
信
仰
し
、
そ
こ
か
ら
西
方
に
位
置
す

る
「
京
」
の
地
で
阿
弥
陀
如
来
へ
の
信
仰
に
目
覚
め
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
更
級
日
記
』
は
京
の
地
を
西
方
極
楽
浄

土
に
見
立
て
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
行
く
菅
原
孝
標
女
の
信
仰
遍
歴
を
述
べ
た
告
白
の
書
で
あ
る
よ
う
に
も
読
み
と
れ
る
。
そ
の
時
に
彼
女
を
教
え
導
い

た
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
の
浮
舟
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
作
品
の
中
で
何
度
も
物
語
り
に
読
み
ふ
け
る
自
分
を
罪
深
い
者
と
否
定
的
に
描

い
て
い
る
が
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
彼
女
は
罪
深
い
ま
ま
で
も
弥
陀
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
で
き
る
と
い
う
新
た
な
信
仰
を
手
に
入
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
い
う
考
え
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
私
は
『
枕
草
子
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
宗
教
観
の
違
い
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
こ

と
に
よ
る
。
例
え
ば
『
枕
草
子
』
に
は

経
は
、
法
華
経
さ
ら
な
り
。
普
賢
十
願
。
千
手
経
。

校
注
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
以
下
同
じ
）

随
求
経
。
金
剛
般
若
経
。
薬
師
経
。
仁
王
経
の
下
巻
。
（
〈
一
九
五
段
〉
引
用
文
は
、
渡
辺
実

仏
は
、
如
意
輪
。
千
手
。
す
べ
て
六
観
音
。
薬
師
仏
。
尺
迦
仏
。
弥
勒
。
地
蔵
。
文
殊
。
不
動
尊
。
普
賢
。

〈
一
九
六
段
〉

（39）

ま
た
清
少
納
言
が
薬
師
如
来
を
本
尊
と
し
て
い
た
太
秦
に
参
詣
し
た
記
事
に
、

八
月
つ
ご
も
り
、
太
秦
に
ま
う
つ
と
て
見
れ
ば
、
穂
に
い
で
た
る
田
を
、
人
い
と
お
ほ
く
見
さ
わ
ぐ
は
、
稲
か
る
な
り
け
り
。
…
…
〈
二
一
〇
段
〉

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
前
後
の
章
段
は
、
季
節
の
経
過
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
た
物
詣
が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
賀
茂
神
社
や
長
谷
寺
、
清
水
寺
な
ど

霊
験
あ
ら
た
か
な
観
音
信
仰
で
知
ら
れ
る
寺
院
、
太
秦
の
薬
師
如
来
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
枕
草
子
』
を
丹
念
に
調
べ
る
と
『
源
氏
物
語
』
と
比

較
し
て
阿
弥
陀
経
や
阿
弥
陀
仏
な
ど
浄
土
教
関
係
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
あ
っ
て
も
次
の
よ
う
な
も
の
に
限
ら
れ
る
の
だ
。

と
ほ
く
て
ち
か
き
物
、
倒
剰
。
舟
の
道
。
人
の
中
。

〈
一
六
〇
段
〉

脳
　
　
こ
れ
は
諸
注
に
も
あ
る
ご
と
く
「
従
是
西
方
過
十
万
億
仏
土
有
世
界
、
名
日
極
楽
、
其
土
有
仏
、
号
阿
弥
陀
」
（
阿
弥
陀
経
）
と
「
阿
弥
陀
仏
、
去
此



㎜
　
　
不
遠
」
（
観
無
量
寿
経
）
な
ど
の
当
時
世
間
に
流
布
し
て
い
た
知
識
を
も
と
に
し
た
記
述
で
あ
り
、
彼
女
が
浄
土
教
に
帰
依
し
て
い
た
よ
う
に
は
到
底

　
　
考
え
ら
れ
な
い
。
逆
に
『
紫
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部
分
は
中
宮
彰
子
の
皇
子
出
産
、
誕
生
、
産
養
の
盛
儀
、
五
十
日
の
祝
宴
と
華
や
い
だ
記
事
が
記
さ

　
　
れ
、
そ
こ
に
来
世
を
祈
願
す
る
浄
土
の
教
え
の
入
る
余
地
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
が
、
日
記
の
後
半
に
い
た
る
と
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の

　
　
　
で
あ
る
。い

か
に
、
い
ま
は
言
忌
し
侍
ら
じ
。
人
、
と
い
ふ
と
も
か
く
い
ふ
と
も
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
に
た
ゆ
み
な
く
、
経
を
な
ら
ひ
侍
ら
む
。
世
の
い
と
は

し
き
こ
と
は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
て
侍
れ
ば
、
聖
に
な
ら
む
に
慨
怠
す
べ
う
も
侍
ら
ず
。
た
だ
ひ
た
み
ち
に
そ
む
き
て
も
、

雲
に
乗
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
う
べ
き
や
う
な
む
侍
べ
か
な
る
。
そ
れ
に

、
や
す
ら
ひ
侍
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
＝
五
～
三
一
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
博
校
注
『
紫
式
部
日
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

紫
式
部
の
中
に
は
明
ら
か
に
清
少
納
言
と
は
異
な
る
宗
教
観
が
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
こ
う
い
う
浄
土
教
の
教
え
は
『
土
佐
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』

な
ど
に
も
見
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
『
源
氏
物
語
』
は
そ
れ
以
前
の
作
品
と
比
較
す
る
時
に
特
異
な
宗
教
観
を
持
っ
た
作
品
と
い
え
る
。
実
は
こ
の
両
者

の
宗
教
観
を
併
せ
持
つ
中
間
的
な
作
品
が
『
更
級
日
記
』
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
こ
こ
で
何
故
『
更
級
日
記
』
に
は
浄
土
教
信
仰
が
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
井
上
光
貞
氏
の
平
安
時
代
の
浄
土
教
発
達
に
関
す

る
論
考
が
参
考
に
な
る
。

（40）

ま
ず
平
安
前
期
ま
で
の
貴
族
は
律
令
制
的
身
分
秩
序
と
、
律
令
的
土
地
制
度
の
上
に
安
定
し
た
生
活
基
盤
を
築
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
現
世
の

安
穏
を
求
め
よ
う
と
す
る
呪
術
的
宗
教
（
現
世
利
益
的
な
観
音
信
仰
や
薬
師
信
仰
）
が
求
め
ら
れ
た
。
だ
が
延
喜
前
後
か
ら
そ
の
地
盤
は
崩
壊
し

始
め
、
藤
原
氏
の
専
制
と
い
う
政
治
体
制
が
他
氏
の
没
落
を
招
い
た
。
そ
う
い
う
中
で
一
般
の
貴
族
は
生
活
が
逼
迫
し
、
貴
族
社
会
へ
の
反
省
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

起
こ
り
、
生
活
の
空
し
さ
を
自
覚
し
現
世
を
稼
土
と
観
じ
、
そ
の
稜
土
を
厭
離
し
よ
う
と
す
る
浄
土
教
発
達
の
道
が
開
か
れ
た

と
い
う
。
そ
こ
で
こ
の
時
代
の
矛
盾
を
最
も
痛
切
に
体
験
し
た
中
下
層
の
知
識
人
、
貴
族
の
間
に
浄
土
教
の
発
達
を
見
た
の
で
あ
る
。

氏
の
中
で
も
摂
関
を
独
占
す
る
よ
う
な
一
族
の
間
に
何
故
浄
土
教
が
浸
透
し
た
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
で
は
藤
原

天
皇
は
摂
関
の
保
護
に
よ
っ
て
こ
そ
そ
の
地
位
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
摂
関
た
る
身
分
も
ま
た
天
皇
の
外
戚
と
し
て
の
資
格
を
条
件
と
し
て



い
た
か
ら
、
摂
関
の
権
力
は
後
宮
に
入
れ
た
子
女
が
皇
子
を
出
生
し
う
る
か
否
か
に
よ
っ
て
忽
ち
に
政
敵
の
乗
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
国
庫
制
の
縮
小
の
た
め
に
律
令
制
的
俸
禄
に
依
存
が
で
き
な
く
な
っ
た
中
流
以
下
の
貴
族
は
、
（
中
略
）
時
の
権
力
者
に
阿
訣
・
追
従
し
、
進

ん
で
は
家
司
．
家
人
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
保
障
を
求
め
た
が
、
か
か
る
私
的
保
護
関
係
は
、
権
力
者
自
身
の
地
位
の
動
揺
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

た
え
ず
破
綻
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
井
上
氏
は
、
平
安
時
代
に
浄
土
教
が
貴
族
の
問
に
広
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、
律
令
的
貴
族
社
会
が
摂
関
体
制
に
移
行
し
て
い
く
過
程
で
生
じ
た

藤
原
氏
の
専
制
化
に
伴
う
貴
族
の
不
安
な
隷
属
化
に
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
そ
れ
は
摂
関
を
独
占
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
藤
原
北
家
の
人
び
と
も
例

外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
兄
弟
、
親
族
間
で
の
熾
烈
な
権
力
闘
争
の
な
か
で
、
誰
が
勝
者
と
な
り
敗
者
と
な
る
か
は
全

く
予
想
で
き
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
代
背
景
の
中
で
藤
原
忠
平
は
法
華
信
仰
を
背
景
と
す
る
観
音
信
仰
を
持
ち
、
兼
家

は
摂
関
と
し
て
初
め
て
出
家
し
た
人
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
浄
土
教
に
帰
依
し
た
の
は
、
実
は
藤
原
道

長
が
最
初
の
人
な
の
で
あ
る
。
一
条
天
皇
の
頃
ま
で
歴
代
の
摂
関
家
に
拒
否
さ
れ
て
い
た
浄
土
教
は
、
最
大
の
権
力
者
道
長
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
平
安
時
代
の
不
安
の
構
造
が
逆
照
射
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

（41）

道
長
は
寛
仁
三
年
病
に
よ
っ
て
出
家
す
る
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
堂
の
造
立
を
思
い
立
ち
、
こ
れ
が
法
成
寺
の
御
堂
で
あ
る
。
（
中
略
）
出
家
後
の

道
長
は
、
ひ
た
す
ら
後
生
を
祈
り
、
念
仏
生
活
を
つ
づ
け
つ
つ
そ
の
生
涯
を
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
道
長
が
念
仏
に
帰
依
し
た
こ
の
こ
ろ

か
ら
は
一
族
に
も
念
仏
に
帰
依
す
る
も
の
が
続
出
し
た
。
治
安
元
年
に
は
道
長
の
室
倫
子
が
法
成
寺
の
う
ち
に
西
北
院
を
、
長
元
三
年
に
は
そ
の

女
の
上
東
門
院
が
東
沈
號
）
を
建
て
て
い
る
。
（
中
略
）
ま
た
同
じ
く
頼
通
が
浄
土
教
に
帰
依
し
、
天
喜
元
年
に
宇
治
の
平
等
院
を
建
て
た
こ
と
は

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
と
何
故
『
枕
草
子
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
問
に
浄
土
教
に
対
す
る
扱
い
の
違
い
が
あ
る
の
が
よ
く
分
か
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
は
清
少
納
言
が
仕
え
た
定
子
の
後
宮
と
、
紫
式
部
が
仕
え
た
彰
子
の
後
宮
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
後
見
役
で
あ
る
道
隆
、
道
長
の
信
仰
の
内
容
に

違
い
が
あ
り
、
そ
の
違
い
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
道
隆
に
は
こ
の
世
を
否
定
し
て
来
世
を
希
求
す
る
欣
求
浄
土
の
思
い
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
道
長
と
い
う
人
は
、
こ
の
世
の
栄
華
を
一
身
に
集
め
た
男
と
い
う
印
象
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
中
に
は
浄
土

へ
の
希
求
が
人
一
倍
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
分
の
幸
運
と
い
う
も
の
が
実
は
危
う
い
関
係
の
中
に
や
っ
と
成
立
し
て
い
た
も

の
だ
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
権
力
の
中
枢
に
位
置
し
た
藤
原
氏
の
一
族
の
中
で
、
道
長
は
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
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『
更
級
日
記
』
の
冒
頭
部
分
に
見
ら
れ
た
薬
師
信
仰
が
、
思
う
存
分
物
語
を
読
み
ふ
け
り
た
い
と
い
う
現
世
利
益
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
半
に
な
っ
て

阿
弥
陀
仏
に
後
生
を
託
す
浄
土
へ
の
信
仰
が
現
れ
て
く
る
の
も
、
実
は
作
者
自
ら
が
人
生
の
苦
悩
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
し
て
浄
土
信
仰
に
向
か
っ

た
の
で
は
な
く
て
、
道
長
の
信
仰
を
受
け
継
ぐ
人
び
と
に
接
近
し
た
こ
と
が
そ
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

や
は
り
、
作
者
三
十
二
歳
の
お
り
、
祐
子
内
親
王
家
に
仕
え
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
作
者
が
祐
子
内
親
王
家
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

上
総
か
ら
都
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
作
者
が
、

「
物
語
も
と
め
て
、
見
せ
よ
く
」
と
母
を
せ
む
れ
ば
、
三
条
の
宮
に
、
親
族
な
る
人
の
、
衛
門
の
命
婦
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、
た
つ
ね
て
、
文

や
り
た
れ
ば
、
め
づ
ら
し
が
り
よ
ろ
こ
び
て
、
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
、
わ
ざ
と
め
で
た
き
冊
子
ど
も
、
硯
の
箱
に
い
れ
て
お
こ
せ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
百
八
十
三
頁
）

と
記
さ
れ
る
中
の
「
三
条
の
宮
」
と
は
一
条
天
皇
の
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
で
あ
り
、
作
者
が
宮
仕
え
す
る
祐
子
内
親
王
の
母
娠
子
の
父
敦
康
親
王
と

は
同
腹
で
あ
っ
た
。
祐
子
内
親
王
の
母
源
子
は
、
頼
通
の
養
女
で
あ
り
、
作
者
が
宮
仕
え
し
た
祐
子
内
親
王
の
御
所
は
頼
通
の
邸
の
高
倉
邸
で
あ
っ
た
。

頼
通
は
先
述
し
た
よ
う
に
宇
治
の
別
荘
で
あ
っ
た
建
物
を
平
等
院
と
い
う
寺
院
に
建
て
替
え
た
本
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
祐
子
内
親
王
の
周
辺
に
は
他
で

は
見
ら
れ
な
い
、
浄
土
教
信
仰
の
雰
囲
気
が
横
溢
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
浄
土
教

に
対
す
る
信
仰
へ
の
下
地
は
出
来
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
彼
女
に
と
っ
て
祐
子
内
親
王
家
へ
の
宮
仕
え
は
、
彼
女
の
信
仰
を
実
質
的
な
も

の
に
変
容
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
経
験
で
き
る
理
想
的
な
宮
仕
え
の
場
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
物
語
作
家
と
し
て
の
彼
女
に
は
得
難
い
経
験
の
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（42）

ま
つ
一
夜
ま
ゐ
る
。
菊
の
、
こ
く
う
す
き
八
ば
か
り
に
、
こ
き
掻
練
を
う
へ
に
着
た
り
。
さ
こ
そ
物
語
り
に
の
み
心
を
い
れ
て
、
そ
れ
を
見
る
よ

り
ほ
か
に
、
ゆ
き
か
よ
ふ
類
、
親
族
な
ど
だ
に
こ
と
に
な
く
、
古
代
の
親
ど
も
の
か
げ
ば
か
り
に
て
、
月
を
も
花
を
も
見
る
よ
り
ほ
か
の
事
は
な

き
な
ら
ひ
に
、
た
ち
い
つ
る
ほ
ど
の
心
地
、
あ
れ
か
に
も
あ
ら
ず
、
う
つ
つ
と
も
お
ぼ
え
で
、
あ
か
つ
き
に
は
ま
か
で
ぬ
。
　
　
　
（
四
〇
六
頁
）

初
出
仕
の
経
験
は
、
作
者
に
物
語
世
界
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
ま
た
宮
仕
え
に
出
る

と
、



師
走
に
な
り
て
、
又
ま
ゐ
る
。
局
し
て
、
こ
の
た
び
は
日
ご
ろ
さ
ぶ
ら
ふ
。
上
に
は
、
時
く
、
夜
く
も
の
ぼ
り
て
、
し
ら
ぬ
人
の
中
に
う
ち

ふ
し
て
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
、
は
つ
か
し
う
、
も
の
の
つ
つ
ま
し
き
ま
ま
に
、
し
の
び
て
う
ち
泣
か
れ
つ
つ
、
あ
か
つ
き
に
は
、
夜
ふ
か
く
お

り
て
、
ひ
ぐ
ら
し
、
父
の
老
い
お
と
ろ
へ
て
、
我
を
、
こ
と
し
も
た
の
も
し
か
ら
む
か
げ
の
や
う
に
思
た
の
み
、
む
か
ひ
ゐ
た
る
に
、
こ
ひ
し
く

お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
お
ぼ
ゆ
。
母
な
く
な
り
に
し
姪
ど
も
も
、
生
ま
れ
し
よ
り
ひ
と
つ
に
て
、
夜
は
ひ
だ
り
み
ぎ
に
ふ
し
お
き
す
る
も
、
あ
は
れ

に
思
い
で
ら
れ
な
ど
し
て
、
心
も
そ
ら
に
な
が
め
く
ら
さ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
七
頁
）

今
度
の
宮
仕
え
は
十
日
間
ほ
ど
に
及
び
、
作
者
は
強
い
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
か
か
り
帰
宅
す
る
と
父
か
ら
作
者
を
頼
り
き
っ
た
言
葉
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
の
記
事
に
唐
突
に
作
者
の
前
世
の
夢
の
話
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
作
者
が
清
水
寺
の
僧
侶
で
あ
り
、
仏
師
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
は
、
さ
き
の
生
に
、
こ
の
御
寺
の
僧
に
て
な
む
あ
り
し
。
仏
師
に
て
、
仏
を
い
と
お
ほ
く
つ
く
り
た
て
ま
つ
り
し
功
徳
に
よ
り
て
、
あ
り
し

素
性
に
ま
さ
り
て
、
人
と
生
ま
れ
た
る
な
り
。
こ
の
御
堂
の
東
に
お
は
す
る
丈
六
の
仏
は
、
そ
こ
の
つ
く
り
た
り
し
也
。
箔
を
お
し
さ
し
て
、
な

く
な
り
に
し
そ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
八
頁
）

こ
こ
で
見
ら
れ
る
夢
の
記
述
に
は
、
日
記
の
冒
頭
部
分
に
出
て
い
た
薬
師
如
来
に
対
す
る
信
仰
が
連
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
御
堂
の
東
に
お
は
す
る
丈

六
の
仏
」
が
何
の
仏
か
は
特
定
で
き
な
い
の
だ
が
、
東
の
御
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
薬
師
如
来
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
清
水
寺

は
観
音
の
霊
験
で
有
名
な
寺
で
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
現
世
利
益
的
な
信
仰
心
が
根
底
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
作
者
に
は
ま
だ
明
確
な

浄
土
へ
の
希
求
は
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
続
く
記
事
で
は
作
者
が
だ
い
ぶ
宮
仕
え
に
慣
れ
て
き
た
様
子
が
窺
え
る
。

（43）

十
二
月
二
十
五
日
、
宮
の
御
仏
名
に
召
し
あ
れ
ば
、
そ
の
夜
ば
か
り
と
思
て
ま
ゐ
り
ぬ
。
し
ろ
き
衣
ど
も
に
、
こ
き
掻
練
を
み
な
着
て
、
四
十
余

人
ば
か
り
い
で
ゐ
た
り
。
し
る
べ
し
い
で
し
人
の
か
げ
に
か
く
れ
て
、
あ
る
が
中
に
う
ち
ほ
の
め
い
て
、
あ
か
つ
き
に
は
ま
か
つ
。
（
四
〇
八
頁
）

こ
の
後
の
記
述
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
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そ
の
の
ち
は
、
な
に
と
な
く
ま
ぎ
ら
は
し
き
に
、
物
語
の
こ
と
も
う
ち
絶
え
わ
す
ら
れ
て
、
も
の
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
心
も
な
り
は
て
て
ぞ
、
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な
ど
て
、
お
ほ
く
の
年
月
を
、
い
た
、
、
つ
ら
に
て
ふ
し
お
き
し
に
、
お
こ
な
ひ
を
も
物
ま
う
で
を
も
せ
ざ
り
け
む
、
こ
の
あ
ら
ま
し
ご
と
と
て
も
、

思
し
こ
と
ど
も
は
、
こ
の
世
に
あ
ん
べ
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
や
、
光
源
氏
ば
か
り
の
人
は
、
こ
の
世
に
お
は
し
け
り
や
は
、
か
ほ
る
大
将
の

宇
治
に
か
く
し
す
ゑ
給
べ
き
も
な
き
世
な
り
、
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
、
い
か
に
よ
し
な
か
り
け
る
心
な
り
、
と
思
し
み
は
て
て
、
ま
め
く
し
く

す
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
）

恐
ら
く
こ
の
反
省
の
弁
は
、
彼
女
の
宮
仕
え
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
藤
原
頼
通
に
つ
な
が
る
祐
子
内
親
王
家
へ
の
宮
仕
え
は
刺

激
的
な
体
験
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
女
は
物
語
製
作
者
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
宮
仕
え
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
彼
女
は
道
長
以
来
の
浄
土
信

仰
が
横
溢
し
た
空
間
で
、
新
し
い
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
開
眼
し
た
は
ず
で
あ
る
。
引
用
し
た
箇
所
に
は
一
見
物
語
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
も
見

え
る
が
、
そ
れ
は
彼
女
に
物
語
創
作
上
の
ス
ラ
ン
プ
が
訪
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ま
め
く
し
く

す
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
。
」
と
い
う
発
言
が
続
く
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
ス
ラ
ン
プ
も
脱
し
ま
た
執
筆
を
再
開
し
た
こ
と

が
「
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
、
作
者
三
十
八
歳
こ
ろ
の
記
述
に
、

い
ま
は
む
か
し
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し
か
り
け
り
と
の
み
思
し
り
は
て
て
、
親
の
も
の
へ
ゐ
て
ま
ゐ
り
な
ど
も
せ
で
や
み
に
し
も
、
も
ど
か
し

く
思
い
で
ら
る
れ
ば
、
い
ま
は
、
ひ
と
へ
に
ゆ
た
か
な
る
い
き
ほ
ひ
に
な
り
て
、
双
葉
の
人
を
も
お
も
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
お
ほ
し
た
て
、
わ
が

身
も
み
く
ら
の
山
に
つ
み
あ
ま
る
ば
か
り
に
て
、
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
お
も
は
む
、
と
思
は
げ
み
て
、
霜
月
の
二
十
日
余
日
、
石
山
に
ま

ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
七
頁
）

（44）

こ
こ
に
「
の
ち
の
世
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
彼
女
の
中
に
浄
土
信
仰
が
定
着
し
た
証
拠
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
祐
子
内
親
王
家
に
仕
え
こ
と

に
よ
る
信
仰
心
の
変
化
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
秋
山
慶
氏
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
来
世
の
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楽
を
願
う
心
が
、
現
世
の
名
利
を
求
め
る
気
持
ち
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
点
に
注
意
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
浄
土
教
信
仰
は
決
し
て
『
源

氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
よ
う
な
厭
離
繊
土
の
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
書
か
れ
る
長
谷
寺
詣
で

の
記
述
で
は
、
途
中
頼
通
の
宇
治
殿
に
立
ち
寄
り
、

紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の
事
あ
る
を
、
い
か
な
る
所
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
、
と
ゆ
か
し
く
思
し
所
ぞ
か



し
。
げ
に
を
か
し
き
所
哉
と
思
つ
つ
、
か
ら
う
じ
て
渡
り
て
、

や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
つ
思
い
で
ら
る
。

殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
ぎ
み
の
、

か
か
る
所
に

（
四
二
〇
頁
）

と
い
う
感
慨
を
持
つ
。
こ
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
ま
た
言
及
す
る
の
だ
が
、
宇
治
殿
は
や
が
て
改
築
さ
れ
、
寺
と
な
り
宇
治
平
等
院
と
呼
ば
れ
る
。
し

か
し
彼
女
が
立
ち
寄
っ
た
時
点
で
は
ま
だ
改
修
さ
れ
る
前
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
は
極
楽
の
イ
メ
ー
ジ
で
宇
治
殿
を
見
て
い
る
。
そ

し
て
日
記
の
最
終
部
分
に
至
っ
て
、

さ
す
か
に
、
い
の
ち
は
う
き
に
も
た
え
す
な
か
ら
ふ
め
れ
と
、
の
ち
の
世
も
、
思
ふ
に
か
な
は
す
そ
あ
ら
む
か
し
、
と
そ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
た

の
む
こ
と
ひ
と
つ
そ
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
、
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
や
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
た
ち
た
ま
へ
り
。
さ
た

か
に
は
見
え
た
ま
は
す
、
き
り
ひ
と
へ
・
た
・
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
給
を
、
せ
め
て
た
え
ま
に
見
た
て
ま
つ
れ
は
、
蓮
華
の
座
の
、
つ
ち

を
あ
か
り
た
る
た
か
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
ひ
か
り
か
・
や
き
給
て
、
御
手
、
か
た
つ
か
た
を
は
ひ
ろ
け
た
る
や

う
に
、
い
ま
か
た
つ
か
た
に
は
い
ん
を
つ
く
り
給
た
る
を
、
こ
と
人
の
め
に
は
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
す
、
我
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
か
に
、

い
み
し
く
け
お
そ
ろ
し
け
れ
は
、
す
た
れ
の
も
と
ち
か
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
は
、
仏
、
さ
は
、
こ
の
た
ひ
は
か
へ
り
て
、
の
ち
に
む

か
へ
に
ご
む
、
と
の
た
ま
ふ
ご
ゑ
、
わ
か
み
み
ひ
と
つ
に
き
こ
え
て
、
人
は
え
き
・
つ
け
す
と
見
る
に
、
う
ち
お
と
ろ
き
た
れ
は
、
十
四
日
也
。

こ
の
ゆ
め
許
そ
、
の
ち
の
た
の
み
と
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
三
〇
頁
）

（45）

と
い
う
記
述
に
繋
が
っ
て
い
く
。
作
者
の
浄
土
へ
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
『
更
級
日
記
』
に
描
か
れ
る
記
述
を
追
え
ば
、
自
ず
と

見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
秋
山
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
中
途
半
端
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
観
想
念
仏
的
な
、
視
覚
的
な
極
楽
へ
の
あ
こ
が
れ
が

強
く
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
薬
師
仏
へ
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
作
者
が
曲
が
り
な
り
に
も
浄
土
へ
の
信
仰
を
持
ち
え
た
の
は
宮
仕
え
が
契
機

で
あ
り
、
愛
読
書
で
あ
っ
た
「
源
氏
物
語
』
が
側
面
か
ら
そ
れ
を
誘
導
し
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
私
は
彼
女
の
信
仰
に
は
一
時
代
前
の
紫
式
部
と

は
異
な
る
救
済
観
が
芽
生
え
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
末
法
の
世
に
人
々
の
救
い
は
も
は
や
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ

た
人
々
が
、
逆
に
強
く
救
済
を
意
識
し
、
前
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
力
な
欲
求
と
な
っ
て
人
々
の
問
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
た
と
い
う
時

代
思
潮
が
背
景
に
あ
る
。
仏
教
界
も
そ
れ
に
応
え
る
救
済
思
想
を
発
信
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

198



197

三
　
末
法
思
想
と
天
台
本
覚
思
想
　
　
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
救
い

　
摂
関
末
期
か
ら
院
政
期
に
な
る
と
、
古
代
国
家
の
没
落
が
急
速
に
進
み
、
社
会
混
乱
の
諸
相
は
、
末
法
到
来
の
災
禍
の
現
わ
れ
と
し
て
貴
族
社
会
に

深
刻
な
衝
撃
を
与
え
た
。
例
え
ば
『
更
級
日
記
』
作
者
の
生
き
た
時
代
を
概
観
す
る
と
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
彼
女
が
二
十
歳
の
と
き
に
栄
華
の

頂
点
を
極
め
た
道
長
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
に
は
前
上
総
介
平
忠
常
が
下
総
で
反
乱
を
起
こ
し
、
王
朝
国
家
体
制
に
動
揺
が
走
っ
た
。

上
総
介
と
い
え
ば
数
年
前
に
父
菅
原
孝
標
が
勤
め
、
少
女
時
代
を
過
し
た
地
で
起
き
た
こ
の
反
乱
に
彼
女
は
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
ま
た
仏
教
界
で
は
東
大
寺
・
興
福
寺
・
園
城
寺
な
ど
の
僧
徒
が
し
ば
し
ば
乱
闘
を
繰
り
返
し
、
仏
教
界
へ
の
不
安
と
疑
問
を
抱
く
人
も
多
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
調
を
末
法
到
来
と
い
う
時
代
の
危
機
感
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
人
々
も
多
く
い
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
そ
の
中

に
『
更
級
日
記
』
の
作
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
こ
こ
で
「
末
法
思
想
」
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
時
代
観
と
い
え
る
の
だ
が
、
釈
尊
の
亡
く
な
ら
れ
た
時
か
ら
後

の
世
を
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三
時
に
分
け
、
正
法
は
釈
尊
滅
後
五
〇
〇
ま
た
は
一
〇
〇
〇
年
の
間
を
さ
し
、
こ
の
間
で
は
「
教
・
行
・
証
」
、
す

な
は
ち
、
教
え
と
教
え
を
実
行
す
る
人
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
証
（
さ
と
り
）
を
開
く
人
の
ま
だ
あ
る
時
期
と
さ
れ
る
。
ま
た
次
の
像
法
は
そ
の
後
の
千

年
と
さ
れ
、
仏
の
教
え
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
を
学
ぶ
修
行
者
は
存
在
す
る
が
、
も
は
や
悟
り
を
開
く
者
は
い
な
く
な
ウ
た
時
代
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ

次
ぐ
末
法
の
世
は
、
釈
尊
の
教
え
だ
け
は
残
る
が
、
人
び
と
が
い
か
に
修
行
し
て
悟
り
を
得
よ
う
と
し
て
も
到
底
不
可
能
な
時
代
な
の
だ
と
い
う
。
こ

の
末
法
に
い
つ
か
ら
入
る
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
正
法
、
像
法
各
千
年
で
、
壬
申
（
紀
元
前
九
四
九
年
）
入
滅
説
に
よ
る
と
、
末
法
到
来

第
一
年
に
あ
た
る
の
は
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
と
さ
れ
、
藤
原
資
房
の
『
春
記
』
の
永
承
七
年
八
月
条
に
、

（46）

長
谷
寺
す
で
に
焼
亡
し
了
ぬ
。
（
中
略
）
霊
験
所
の
第
一
な
り
。
末
法
の
最
年
に
こ
の
事
あ
り
。
こ
れ
を
恐
る
べ
し
。

と
あ
り
、
末
法
の
世
に
入
っ
た
証
左
と
し
て
恐
れ
お
の
⑳
い
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
『
扶
桑
略
記
』
永
承
七
年
一
月
二
十
六
日
の
条
に
、
「
今

年
始
め
て
末
法
に
入
る
」
と
見
え
、
『
帝
王
編
年
記
』
に
も
同
じ
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
当
時
の
人
々
、
も
ち
ろ
ん
『
更
級
日
記
』
の
作
者

も
含
め
て
永
承
七
年
と
い
う
年
が
末
法
第
一
年
だ
ど
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
末
法
思
想
の
理
解
が
社
会
全
体
に
認
知
さ
れ
て
い
る
背
景
を
考
え
た
と
き
『
更
級
日
記
』
の
永
承
元
年
（
一
〇
四
⊥
ハ
）
作
置
二

十
九
歳
の
折
の
次
の
記
事
は
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。



そ
の
か
へ
る
年
の
十
月
二
十
五
日
、
大
嘗
会
の
御
襖
と
の
の
し
る
に
、
初
瀬
の
精
進
は
じ
め
て
、
そ
の
日
、
京
を
い
つ
る
に
、
さ
る
べ
き
人
く
、

「
一
代
に
一
度
の
見
も
の
に
て
、
ゐ
な
か
世
界
の
人
だ
に
見
る
も
の
を
。
…
」
（
中
略
）
つ
く
づ
く
と
見
る
に
、
紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す

め
ど
も
の
事
あ
る
を
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
、
と
ゆ
か
し
く
思
ひ
し
所
ぞ
か
し
。
げ
に
を
か
し
き
所
か

な
と
思
ひ
つ
つ
、
か
ら
う
じ
て
渡
り
て
、
殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
き
み
の
、
か
か
る
所
に
や
あ
り
け
む
な
ど
、

ま
つ
思
い
で
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
八
～
四
二
〇
頁
）

「
殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
」
は
宇
治
の
平
等
院
の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
河
原
左
大
臣
源
融
の
別
業
（
別
荘
）
を
道
長
が
入
手
し
、
長
男
の
関
白
頼
通

が
伝
領
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
別
荘
は
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
、
浄
土
教
系
の
寺
院
と
し
て
末
法
第
一
年
の
永
承
七
年
に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
こ
の
記
事
の
年
か
ら
六
年
後
に
あ
た
る
。
だ
か
ら
作
者
が
訪
れ
た
こ
の
と
き
に
は
改
装
工
事
も
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
『
更
級
日
記
』
が
成
立
し
た
時
点
で
は
こ
の
世
の
極
楽
浄
土
と
も
称
え
ら
れ
た
平
等
院
鳳
風
堂
も
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
作
者
は
そ
の

よ
う
な
宇
治
の
地
に
、
世
俗
の
欲
望
の
象
徴
と
し
て
「
一
代
に
一
度
の
見
も
の
」
で
あ
る
大
嘗
会
の
御
襖
見
物
を
投
げ
捨
て
、
極
楽
浄
土
を
象
徴
す
る

宇
治
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
文
中
の
「
い
か
な
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

む
」
の
主
語
に
関
し
て
、
犬
養
廉
氏
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
氏
は
通
説
で
は
こ
こ
の
主
語
を
八
の
宮
と
す
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
こ
こ
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
（
作
者
紫
式
部
は
）
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

宇
治
と
い
う
地
に
浮
舟
を
住
ま
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
思
い
は
前
文
に
「
紫
の
物
語
に
、
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の

事
あ
る
を
」
と
あ
る
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
恐
ら
く
次
の
一
節
か
ら
出
て
き
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
。

（47）

さ
す
が
に
物
の
音
め
つ
る
阿
閣
梨
に
て
、
「
げ
に
、
は
た
、

い
と
お
も
し
ろ
く
、
極
楽
思
ひ
や
ら
れ
侍
や
」

こ
の
姫
君
た
ち
の
琴
弾
き
合
は
せ
て
遊
び
給
へ
る
、
河
波
に
き
ほ
ひ
て
聞
こ
え
侍
は
、

　
（
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
四
「
橋
姫
」
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
）
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こ
こ
で
い
う
「
姫
君
た
ち
」
に
は
ま
だ
浮
舟
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
宇
治
は
極
楽
を
連
想
さ
せ
る
地
と
し
て
『
更
級
B
記
』
の
作
者
に
は
認
識

さ
れ
て
お
り
、
そ
う
考
え
る
と
き
に
「
殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
き
み
の
、
か
か
る
所
に
や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
つ
思

い
で
ら
る
」
と
い
う
表
現
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
、
作
者
の
思
い
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
極
楽
浄
土
を
意
識
す
る
『
更
級
日
記
』
の
作
者
に
は
、
末
法
の
世
を
迎
え
た
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
仏
教

的
な
救
済
に
対
す
る
思
い
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
一
体
作
者
の
抱
く
仏
教
的
な
救
済
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
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に
つ
い
て
第
一
章
で
『
更
級
日
記
』
中
に
浮
舟
に
関
す
る
記
事
が
四
回
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
で
作
者
は
物
語
り
に
執
着
す
る
自
己
を
一
見

否
定
的
に
述
べ
な
が
ら
も
、
実
は
最
後
ま
で
物
語
に
執
着
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
は
煩
悩
に
悩
む
自
己
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う

な
作
者
の
態
度
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
前
世
代
の
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
世
代
の
人
々
に
は
当
然
見
ら
れ
ず
、

こ
の
作
品
の
特
徴
的
な
姿
勢
で
あ
る
気
が
す
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
こ
そ
が
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
新
し
い
仏
教
的
救
済
観
の
影
響
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
救
済
観
と
は
中
世
の
浄
土
教
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
「
天
台
本
覚
思
想
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。
新
し
い
と
い
っ
た
が
、
こ
の
思
想
自
体
は
日
本
の
天
台
宗
を
中
心
に
し
て
発
展
し
た
思
想
で
あ
り
、
簡
単
に
い
う
な
ら
、
衆
生
に
は
も

と
も
と
仏
性
（
目
本
覚
）
が
具
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
歴
史
的
に
は
空
海
や
最
澄
に
よ
っ
て
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
中
に
も
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
生
死
則
浬
葉
・
煩
悩
則
菩
提
・
円
融
無
碍
に
し
て
無
二
・
無
別
な
る
こ
と
を
。
し
か
る
に
、
一
念
の
妄
心
に
よ
り
て
生
死
界

に
入
り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
無
明
の
病
に
盲
ら
れ
て
、
久
し
く
本
覚
の
道
を
忘
れ
た
り
　
　
　
（
日
本
思
想
大
系
石
田
瑞
麿
『
源
信
』
二
百
九
頁
）

こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
煩
悩
則
菩
提
」
と
い
う
言
葉
は
本
覚
思
想
を
表
す
言
葉
と
し
て
特
に
有
名
で
あ
る
が
、
末
法
と
い
う
時
代
を
迎
え
、
す
べ
て
の
仏

教
的
救
済
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
現
状
の
中
で
、
煩
悩
に
う
ち
迷
い
な
が
ら
実
は
そ
の
ま
ま
で
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
よ
う
も
な

い
自
己
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
教
え
は
、
当
時
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
の
考
え
方
が
彼
女
の
背
景
に
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
最
後
ま
で
物
語
と
い
う
俗
世
の
欲
望
に
固
執
し
つ
つ
も
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
あ
き
ら
め
な
か
っ

た
理
由
は
説
明
が
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
教
え
が
一
般
化
す
る
の
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
法
然
や
親
鷲
の
登

場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
一
般
的
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
安
時
代
に
お
い
て
こ
の
教
え
は
口
伝
や
切
紙
相
承
（
小
さ
い
紙
切
れ
に
要
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
こ

書
き
記
し
て
伝
授
す
る
方
法
）
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
ら
し
く
、
作
者
も
数
度
に
わ
た
る
寺
社
へ
の
参
詣
の
折
や
、
出
家
し
た
弟
、
あ
る
い
は
祐
子
内

親
王
家
で
催
さ
れ
る
高
僧
に
よ
る
法
話
な
ど
に
よ
っ
て
こ
の
教
え
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
彼
女
が
「
東
路
の
み
ち
の
は
て
」
に
お
い
て
東
方
を
照
ら
す
如
来
で
あ
る
薬
師
仏
に
す
が
り
、
上
総
か
ら
見
れ
ば
西
に
位
置
す
る
京
都
で
西
方
極
楽

浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
に
め
ぐ
り
合
う
。
こ
の
日
記
に
は
実
際
の
旅
に
、
宗
教
的
な
遍
歴
が
重
な
っ
た
物
語
と
し
て
の
構
成
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
す
で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
更
級
日
記
』
の
中
の
次
の
記
述
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。

（48）

さ
す
か
に
、
い
の
ち
は
う
き
に
も
た
え
す
な
か
ら
ふ
め
れ
と
、
の
ち
の
世
も
、
思
ふ
に
か
な
は
す
そ
あ
ら
む
か
し
、
と
そ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
た



の
む
こ
と
ひ
と
つ
そ
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
、
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
や
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
た
ち
た
ま
へ
り
。
さ
た

か
に
は
見
え
た
ま
は
す
、
き
り
ひ
と
へ
・
た
・
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
給
を
、
せ
め
て
た
え
ま
に
見
た
て
ま
つ
れ
は
、
蓮
華
の
座
の
、
つ
ち

を
あ
か
り
た
る
た
か
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
ひ
か
り
か
・
や
き
給
て
、
御
手
、
か
た
つ
か
た
を
は
ひ
ろ
け
た
る
や

う
に
、
い
ま
か
た
つ
か
た
に
は
い
ん
を
つ
く
り
給
た
る
を
、
こ
と
人
の
め
に
は
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
す
、
我
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
か
に
、

い
み
し
く
け
お
そ
ろ
し
け
れ
は
、
す
た
れ
の
も
と
ち
か
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
は
、
仏
、
さ
は
、
こ
の
た
ひ
は
か
へ
り
て
、
の
ち
に
む

か
へ
に
ご
む
、
と
の
た
ま
ふ
ご
ゑ
、
わ
か
み
み
ひ
と
つ
に
き
こ
え
て
、
人
は
え
き
・
つ
け
す
と
見
る
に
、
う
ち
お
と
ろ
き
た
れ
は
、
十
四
日
也
。

こ
の
ゆ
め
許
そ
、
の
ち
の
た
の
み
と
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
三
〇
頁
）
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『
更
級
日
記
』
に
は
夢
の
記
述
が
十
一
箇
所
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
後
の
夢
に
当
た
る
の
が
前
記
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
喜
三

（一

Z
五
五
）
年
十
月
十
三
日
の
暁
の
夢
で
あ
り
、
『
更
級
日
記
』
で
は
、
た
だ
こ
の
一
箇
所
だ
け
に
年
号
月
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
他
の

多
く
の
夢
と
、
こ
の
夢
と
の
違
い
を
作
者
が
感
じ
て
い
た
証
拠
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
記
の
冒
頭
に
「
人
ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き
し
薬
師
仏

の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
捨
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人
知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
き
て
初
め
て
薬
師
仏
を
何
故
「
見
捨

て
」
た
の
か
が
分
か
っ
て
く
る
の
だ
。
彼
女
は
薬
師
仏
を
見
捨
て
、
新
た
に
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
を
見
い
出
し
た
こ
と
を
そ
の
時
宣
言
し
た
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
時
と
い
う
の
は
日
記
の
執
筆
時
で
あ
る
が
、
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
薬
師
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
歩
ん
で
き
た

が
、
祐
子
内
親
王
家
へ
の
宮
仕
え
に
よ
っ
て
浄
土
信
仰
に
触
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
末
法
の
世
で
は
誰
に
も
極
楽
往
生
は
か
な
わ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
教
え
が
天
台
本
覚
思
想
な
の
で
あ
る
。
当
然
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
本
当
に
救
わ
れ
る
の
か
、
作
者
に
大
き
な
不
安
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
そ
の
教
え
に
す
が
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
日
記
の
最
終
場
面
に
阿
弥
陀
如
来
の
夢
の
記
事
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女

の
極
楽
往
生
に
い
く
ら
か
の
可
能
性
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
記
は
そ
の
可
能
性
に
向
け
て
、
自
分
の
人
生
を
改
め
て
定
義
し
な
お
そ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
回
想
の
過
程
で
そ
の
人
生
は
極
楽
往
生
を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
に
再
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
き
初
め
て

『
更
級
日
記
』
作
者
の
虚
構
性
の
意
味
が
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
彼
女
が
浮
舟
に
あ
こ
が
れ
続
け
た
理
由
も
ま
た
は
っ
き
り
し

て
く
る
。
彼
女
の
出
自
が
自
分
に
似
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
末
法
の
世
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
日
記
の
作
者
に
と
っ
て
、
物
語
の
中
と
は

い
え
迷
い
の
中
で
生
き
る
浮
舟
と
い
う
存
在
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
の
分
身
と
し
て
悩
み
苦
し
み
、
救
い
の
な
い
状
況
の

中
、
そ
れ
で
も
困
難
な
道
を
歩
み
生
き
抜
こ
う
と
す
る
そ
の
姿
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
越
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
浮
舟

は
悩
み
迷
う
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
思
い
が
彼
女
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
作
者
も
終
に

は
極
楽
浄
土
へ
迎
え
と
ら
れ
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
の
日
記
の
根
底
に
は
流
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
作
者
は
浮
舟
に
愛
着
を
感
じ
続
け
る
の
で
は
な

（49）
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い
か
。
私
は
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
時
代
と
は
異
な
る
新
た
な
思
想
を
背
景
に
持
つ
新
し
い
『
更
級
日
記
』
観
が
こ
こ
に
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
に

各
仏
教
宗
派
の
思
想
の
中
核
を
な
す
「
天
台
本
覚
思
想
」
を
、
い
ち
早
く
内
包
し
た
中
世
へ
の
橋
渡
し
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
　
最
後
に

　
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
そ
の
少
女
時
代
の
数
年
間
を
上
総
で
過
し
た
。
そ
の
時
に
薬
師
如
来
に
祈
願
し
た
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
や
多
く
の
物
語

を
飽
き
る
ほ
ど
読
み
ふ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
上
総
よ
り
西
に
あ
た
る
都
に
向
か
う
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
を
求
め
る
こ
と
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
西
方
極
楽
浄
土
へ
向
か
う
こ
と
と
結
果
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
晩
年
に
な
っ
て
思
い
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
隠
れ
た
構
造
が

『
更
級
日
記
』
に
は
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
『
源
氏
物
語
』
に
憧
れ
、
そ
れ
を
読
み
た
い
が
た
め
に
自
ら
薬
師
如
来
を

造
り
必
至
に
祈
願
し
た
。
そ
の
結
果
上
京
は
果
た
さ
れ
『
源
氏
物
語
』
を
手
に
入
れ
、
読
み
耽
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
少
女
時
代
の
作
者
は
薬
師

仏
の
現
世
利
益
を
十
分
に
享
受
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
の
中
で
彼
女
が
最
も
気
に
入
っ
て
い
た
浮
舟
は
、
薫
、
匂
宮
と
い
う
二
人
の
男
性
か

ら
求
婚
さ
れ
、
つ
い
に
は
入
水
自
殺
を
企
て
、
横
川
の
僧
都
に
よ
っ
て
得
度
出
家
す
る
。
彼
女
に
と
っ
て
こ
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
が
『
源
氏
物
語
』
に
深
く
耽
溺
す
る
ほ
ど
、
物
語
に
執
着
す
る
こ
と
は
背
徳
的
な
行
為
で
あ
り
、
煩
悩
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
矛
盾
し
た
囁
き
か
け
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
和
歌
や
物
語
類
を
狂
言
綺
語
と
見
な
し
、
仏
道
修
行
の
妨
げ
と
い
う
考
え
を
彼
女
は
く
り

返
し
作
品
中
で
表
明
し
て
い
る
。
し
か
も
時
代
は
す
で
に
宗
教
的
救
い
は
存
在
し
な
い
と
い
う
末
法
を
迎
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
一
つ
の
新
し

い
教
え
が
彼
女
の
身
辺
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
悩
み
を
抱
え
る
衆
生
が
、
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
の
浄
土
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
脆
弱
な
教
え
で
あ
り
、
不
安
を
抱
え
た
彼
女
は
当
時
霊
験
あ
ら
た
か
と
い
わ
れ
た
石
山
寺
、
初
瀬
寺
、
鞍
馬

な
ど
へ
の
物
詣
も
繰
り
返
し
て
い
た
。
し
か
し
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
暁
の
夢
に
阿
弥
陀
如
来
が
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
自
分
の
人
生

を
整
理
し
な
お
そ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
自
分
が
果
た
し
て
本
当
に
極
楽
往
生
が
で
き
る
の
か
と
い
う
確
認
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

恐
ら
く
は
孤
独
な
晩
年
を
迎
え
た
彼
女
は
自
分
が
果
た
し
て
極
楽
往
生
に
相
応
し
い
人
間
な
の
か
の
確
認
を
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
安
心
立
命
し
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
き
に
『
更
級
日
記
』
が
そ
の
意
図
に
添
っ
た
整
理
が
意
識
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
冒
頭
箇
所
で
の
事
実
と
相
違

す
る
記
述
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
末
法
と
い
う
時
代
に
生
き
る
こ
と
で
、
天
台
本
覚
思
想
と
呼
ば
れ
る
教
え
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
き
た
。
私
は
彼
女
が
祐
子
内
親
王
家
へ
宮
仕
え
し
た
の
は
、
物
語
作
家
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
否
応
無
し
に
物

（50）



語
の
世
界
と
縁
を
切
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
人
生
の
辛
酸
を
少
し
は
な
め
、
様
々
な
別
離
の
味
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

『
源
氏
物
語
』
は
彼
女
に
俗
世
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
人
は
救
わ
れ
な
い
、
と
い
う
事
実
を
突
き
つ
け
た
。
そ
の
う
え
末
法
と
い
う
時
代

は
仏
教
的
な
救
済
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
を
彼
女
は
新
し
い
信
仰
に
す
が
る
こ
と
で
何
と
か
生
き
抜
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
信
州
の
更
級
山
は
嬢
捨
山
の
別
名
で
あ
る
。
「
更
級
」
と
命
名
さ
れ
た
の
は
こ
の
日
記
を
執
筆
し
た
と
き
作
者
が
孤
独
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
こ
と

に
由
来
す
る
。
物
語
に
執
着
し
て
生
き
て
き
た
悔
い
の
多
い
人
生
で
あ
る
が
、
自
分
に
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
は
あ
る
の
か
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
、

孤
独
な
日
々
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
再
構
成
さ
れ
た
回
想
記
が
こ
の
『
更
級
日
記
』
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
末
法
の
世
に
煩
悩
に
ま
み
れ

た
自
分
に
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
は
あ
る
の
か
と
坤
吟
す
る
一
女
性
の
手
記
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
作
品
を
読
み
直
す
と
き
、
「
更
級
日
記
』

の
新
た
な
姿
が
我
々
の
前
に
姿
を
現
し
て
く
る
。
時
代
の
思
潮
や
暮
ら
し
に
翻
弄
さ
れ
、
物
語
に
翻
弄
さ
れ
、
だ
が
そ
れ
こ
そ
が
人
間
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
に
人
間
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
で
我
々
は
救
わ
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
鎌
倉
時
代
に
花
開
く
究
極
的
な
仏
教
思

想
で
あ
る
「
天
台
本
覚
思
想
」
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
的
救
済
観
を
内
包
し
た
一
女
性
の
回
想
記
、
そ
れ
が
『
更
級
日
記
』
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
こ
の

小
論
の
結
論
と
な
る
。
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