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は
じ
め
に

﹃
更
級
日
記
﹄
を
初
め
て
読
ん
だ
時
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
た
。
今
ま
で
に
何
度
か
こ
の
作
品
に
関
連
す
る
論
考
を
発
表
し
て
来
た
が
、
最
近
﹁
日
記
﹂

と
い
う
二
字
が
こ
の
作
品
の
本
質
を
見
え
に
く
く
さ
せ
て
い
る
根
本
的
な
要
因
だ
と
思
い
始
め
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
日
記
と
聞
く
と
、
ど
う
し
て
も

そ
こ
に
本
人
の
思
い
が
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
込
み
が
生
じ
る
。
だ
が
、
こ
の
日
記
を
書
い
た
本
人
は
い
く
つ
も
の
物
語
を
物
し
た
虚

構
の
達
人
で
あ
る

︵
注
一
︶。﹃

更
級
日
記
﹄
と
は
何
か
と
考
え
る
時
に
、
日
記
と
い
う
名
称
に
幻
惑
さ
れ
な
い
、
そ
れ
な
り
の
心
の
準
備
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
。そ

も
そ
も
﹃
更
級
日
記
﹄
は
、
五
十
歳
を
幾
つ
か
過
ぎ
た
孝
標
女
が
、
四
十
年
ほ
ど
以
前
の
自
分
の
生
い
立
ち
か
ら
思
い
起
こ
し
て
書
き
上
げ
た
回

想
記
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
書
き
出
し
は
、
彼
女
が
十
三
歳
の
折
、
上
総
の
介
で
あ
っ
た
父
に
従
っ
て
上
京
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
我
々
は
そ
の
歴
史
的
事
実
を
重
ね
合
わ
せ
て
こ
の
作
品
を
読
も
う
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
書
き
出
し
か
ら
平
然
と
事
実
と
相
違
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
戸
惑
っ
て
き
た
。
今
ま
で
研
究
者
は
日
記
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
か
ら
抜
け
出
ら
れ
ず
、
何
と
か
そ
の
食
い
違
い
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
日
記
と
い
う
枠
組
み
を
取
り
外
し
、
書
い
て
あ
る
通
り
に
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
こ

に
作
者
の
創
作
意
図
が
透
け
て
見
え
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
な
ぜ
孝
標
女
は
事
実
を
改
変
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
事
実
の
改
変
は

冒
頭
に
限
ら
ず
日
記
の
そ
れ
以
降
の
記
述
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
中
に
は
虚
実
の
い
ず
れ
か
を
確
認
で
き
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

つ
ま
り
﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
作
品
は
、
虚
構
を
内
包
し
た
回
想
記
風
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
読
み
進
め
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

で
は
な
ぜ
自
分
の
人
生
に
起
き
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
作
者
の
意
図
が
千

年
の
時
を
隔
て
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
孝
標
女
が
生
き
た
時
代
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
人
々
、
特
に
上
層
の
貴
族
層
に
お
い

て
は
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
希
求
す
る
こ
と
が
沸
騰
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
貴
族
た
ち
は
折
に
触
れ
て
物
詣
や
仏
事
に
狂
奔
し
て
い
た
。
日
記
の
記

『
更
級
日
記
』
の
虚
と
実
か
ら
そ
の
成
立
を
考
え
る

飯　
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注
一 

﹃
更
級
日
記
﹄
奥
書
に
、﹁
よ
は
の
ね
さ
め
、
み
つ
の
は
ま
松
、
み
つ
か
ら
く
ゆ
る
、
あ
さ
く
ら
﹂
な
と
は
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
そ
﹂
と
あ
る
。
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事
中
に
も
、
帝
の
一
世
に
一
回
限
り
の
大
嘗
会
の
御
禊
の
日
に
、
わ
ざ
わ
ざ
都
を
出
発
し
て
長
谷
寺
に
向
か
う
一
節
が
描
か
れ
る
。
周
囲
の
人
は
呆
れ

る
が
、
中
に
は
﹁
物
見
て
何
に
か
は
せ
む
。
か
か
る
折
に
詣
で
む
志
を
、
さ
り
と
も
お
ぼ
し
な
む
。
か
な
ら
ず
仏
の
御
し
る
し
を
見
む
﹂
と
作
者
の
行

動
に
理
解
を
示
す
人
も
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
参
詣
が
行
わ
れ
た
の
は
永
承
元
年
︵
一
〇
四
六
︶、
作
者
三
十
九
歳
の
折
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

実
は
こ
の
六
年
後
の
永
承
七
年
は
、
末
法
第
一
年
に
当
た
る
年
と
し
て
日
本
の
仏
教
界
で
は
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。
人
々
が
仏
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
こ

と
が
ま
す
ま
す
絶
望
的
に
な
っ
て
い
く
時
代
を
、
作
者
や
周
囲
の
人
々
は
実
感
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
が
か
え
っ
て
当
時
の
人
々
を

阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
末
法
の
世
は
五
十
六
億
七
千
万
年
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
後
に
、
弥
勒
仏
の
登
場
に
よ
っ

て
終
わ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
の
第
四
節
﹁
関
寺
大
仏
﹂
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
る
が
、
孝
標
女
は
弥
勒
菩
薩
に
つ
い
て
の
知
識
も
あ
り
、
末
法
の

意
味
も
十
分
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹃
更
級
日
記
﹄
が
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
、
従
来
い
く
つ
も
そ
れ
に
関
す
る
論
考
が
提
出
さ
れ
来
た
。
こ
の
小
論
で
は
事
実
が
変
更
さ
れ
て
い
る
箇
所

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
中
に
隠
さ
れ
た
﹁
意
図
﹂
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹃
更
級
日
記
﹄
の
本
質

を
炙
り
出
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
一
節
　『
更
級
日
記
』
︱
そ
の
冒
頭
に
描
か
れ
る
薬
師
仏
に
つ
い
て

こ
の
日
記
の
冒
頭
部
分
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る

こ
と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ひ
る
ま
、
よ
ひ
ゐ
な
ど
に
、
姉
、
継

母
な
ど
や
う
の
人
々
の
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、

わ
が
思
ふ
ま
ま
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人

ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、﹁
京
へ
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
、
身
を
す
て
て
額
を

つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
へ
う
つ
る
。

年
ご
ろ
あ
そ
び
馴
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
ち
ら
し
て
、
立
ち
さ
わ
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、

車
に
乗
る
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
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
す
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人

知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。
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︵
小
学
館 

日
本
古
典
文
学
全
集 

犬
養
廉
・
校
注
・
訳
﹃
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
﹄
二
八
三
～
二
八
四
頁　

傍
線
筆
者　

以
下
﹃
更
級
日
記
﹄
本
文
の
引
用
本
文
は
同
書
に
よ
る
。
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
︶

ま
づ
、
最
初
に
、﹁
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
﹂
と
あ
る
事
に
関
し
て
、
こ
こ
が
﹃
古
今
六
帖
﹄
に
あ
る

﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
﹂︵
紀
友
則
︶
を
引
歌
と
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
上
総
の
守
の
父
に
従
っ
て
下
向
し
て
き
た
は
ず
の
孝
標
女
の
居
場
所
は
常
陸
よ
り
も
っ
と
奥
地
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
事

実
と
は
異
な
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
冒
頭
箇
所
か
ら
何
故
こ
ん
な
書
き
方
が
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、﹁
生
ひ
出
づ
﹂
と
い
う
動
詞
だ
が
、﹃
源
氏
物
語
﹄
な
ど
平
安
朝
の
他
の
作
品
で
は
﹁
そ
の
地
で
生
育
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
て
、﹁
出
生
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。﹃
更
級
日
記
﹄
も
作
者
が
上
京
す
る
途
中
の
浜
名
湖
近
く
で
川
を
渡
ろ
う
と
す

る
箇
所
に
、

下
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
、
あ
と
だ
に
見
え
ね
ば
舟
に
て
渡
る
。
入
江
に
わ
た
り
し
橋
な
り
。︵
二
九
五
頁
︶

と
記
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
彼
女
が
京
か
ら
上
総
に
下
向
し
今
回
再
び
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
日
記
の
書
き
手
が
東
国

に
生
ま
れ
育
っ
た
田
舎
人
で
は
な
く
、
一
時
的
に
そ
こ
で
暮
し
都
に
帰
っ
て
行
く
と
い
う
事
実
は
正
し
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
問

題
は
、
上
総
で
暮
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
常
陸
よ
り
も
奥
の
﹁
陸
奥
国
﹂
に
﹁
生
ひ
出
で
た
る
人
﹂
と
い
う
虚
構
が
語
ら
れ
る
の
か
。
そ

の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
引
用
し
て
み
る
。

︵
一
︶ 

上
総
は
古
く
常
陸
よ
り
南
下
し
た
の
で
、
東
海
道
の
果
て
よ
り
奥
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。︵

笠
間
書
院
﹃
更
級
日
記
﹄
池
田
利
夫 

訳
・
注
︶

︵
二
︶ 

作
者
が
少
女
期
の
数
年
を
過
し
た
の
は
、
父
の
任
国
上
総
で
あ
る
。
常
陸
よ
り
さ
ら
に
奥
地
と
し
た
の
は
、
自
己
を
お
ぼ
ろ
に
登
場
さ
せ

る
一
種
の
虚
構
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

︵
小
学
館
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︶

︵
三
︶ 

常
陸
で
成
人
し
た
浮
舟
を
意
識
し
た
虚
構
と
考
え
る
べ
き
。

︵
今
井
卓
爾
﹁
源
氏
物
語
と
更
級
日
記
﹂
国
文
学
昭
和
三
二
年
十
月
︶
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右
の
諸
説
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
と
、

︵
一
︶説
は
、
古
い
時
代
の
上
総
へ
の
道
筋
を
言
っ
た
の
だ
と
す
る
が
、
作
者
一
行
が
京
へ
向
か
っ
て
帰
る
道
筋
は
常
陸
で
は
な
く
、
武
蔵
を
通
っ
て
帰

る
こ
と
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
古
い
ル
ー
ト
を
持
ち
出
す
の
は
納
得
で
き
る
説
明
と
は
言
い
か
ね
る
。

︵
二
︶説
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
登
場
を
ぼ
か
す
理
由
が
釈
然
と
し
な
い
。
自
分
が
ひ
ど
い
田
舎
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
と
言
い
た
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
日
記
の
こ
の
後
の
展
開
に
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
そ
う
い
う
虚
構
を
用
い
る
理
由
が
釈
然
と
し
な
い
。

︵
三
︶の
説
に
関
し
て
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
中
の
浮
舟
の
描
か
れ
方
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
女
の
生
母
で
あ
っ
た
中
将
の
君
は
、
妻
を
亡
く
し

た
八
の
宮
に
情
け
を
か
け
ら
れ
浮
舟
を
生
み
落
と
し
た
。
し
か
し
、
八
宮
に
認
知
さ
れ
ず
、
そ
の
後
受
領
の
後
妻
と
な
っ
た
。
そ
の
受
領
が
陸
奥
や
常

陸
の
国
に
赴
任
し
た
た
め
浮
舟
も
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
成
長
し
た
と
描
か
れ
る
。

陸
奥
の
国
の
守
の
妻
に
な
り
た
り
け
る
を
、
ひ
と
と
せ
上
り
て
、
そ
の
君
︵
浮
舟
︶
た
ひ
ら
か
に
も
の
し
た
ま
ふ
よ
し
、
こ
の
わ
た
り
︵
八
宮
の

周
辺
︶
に
も
ほ
の
め
か
し
申
し
た
り
け
る
を
、
聞
こ
し
め
し
つ
け
て
、
さ
ら
に
か
か
る
消
息
あ
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
と
の
た
ま
は
せ
放
ち
け

れ
ば
、
か
ひ
な
く
て
な
ん
嘆
き
は
べ
り
け
る
。
さ
て
、
ま
た
、︵
浮
舟
の
継
父
は
︶
常
陸
に
な
り
て
下
り
は
べ
り
に
け
る
が
、
こ
の
年
ご
ろ
音
に

も
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
り
つ
る
が
、
こ
の
春
、
上
り
て
、
か
の
宮
に
は
尋
ね
参
り
た
り
け
る
と
な
ん
、
ほ
の
か
に
聞
き
は
べ
り
し
。

︵
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄
5
︿
宿
木
﹀
四
六
〇
頁
︶

浮
舟
は
幼
少
の
頃
に
﹁
陸
奥
の
国
﹂
で
育
っ
た
人
で
あ
り
、
そ
の
後
ひ
と
た
び
は
京
に
上
っ
た
も
の
の
、
再
び
常
陸
に
暮
し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て

い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
記
の
冒
頭
に
古
歌
を
引
用
し
な
が
ら
自
分
の
出
自
を
詐
称
す
る
理
由
と
し
て
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
浮
舟
を
意
識
し
て
い
た

可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
よ
う
だ
。
し
か
も
日
記
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

︵
1
︶ 

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

み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、
年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ

り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
す
ゑ
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
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
﹂
と
ば
か
り
思
ひ
つ
づ
け
、
あ
ら
ま
し
ご
と
に
も
お
ぼ
え
け
り
。 

︵
三
一
七
頁
︶

︵
2
︶ 

そ
の
後
は
な
に
と
な
く
ま
ぎ
ら
は
し
き
に
、
物
語
の
こ
と
も
う
ち
た
え
忘
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
、
多
く
の
年
月
を
、
い
た
づ
ら
に
て
臥
し
起
き
し
に
、
お
こ
な
ひ
を
も
物
詣
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
大

将
の
宇
治
に
か
く
し
す
ゑ
た
ま
ふ
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
ひ
し
み
は
て

て
、
ま
め
ま
め
し
く
過
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
。 

︵
三
三
二
頁
︶

︵
1
︶は
万
寿
三
年
ご
ろ
、
作
者
が
十
九
歳
く
ら
い
の
時
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
舟
へ
の
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

︵
2
︶は
三
十
代
の
半
ば
、
孝
標
女
は
す
で
に
結
婚
し
、
そ
の
生
活
に
幻
滅
を
感
じ
る
こ
と
で
、
浮
舟
の
話
は
物
語
世
界
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
の
だ
と

自
覚
し
た
頃
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
の
書
き
方
に
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
り
、
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
作
者
の
思
い
を
意
識
的
に
表
現

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
日
記
の
冒
頭
は︵
三
︶説
の
言
う
よ
う
に
、
浮
舟
を
意
識
し
て
自
分
の
出
自
を
偽
装

し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
は
﹃
更
級
日
記
﹄
は
、
そ
の
書
き
手
が
浮
舟
に
よ
く
似
た
生
い
立
ち
の
人

で
あ
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
事
実
を
変
更
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
人
は
、
日
記
の
主
人
公
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て

い
く
の
か
大
い
に
関
心
を
持
っ
た
だ
ろ
う
。
薫
と
匂
宮
と
い
う
二
人
か
ら
懸
想
さ
れ
、
板
挟
み
の
苦
悩
か
ら
つ
い
に
宇
治
川
へ
入
水
を
決
意
す
る
。
だ

が
横
川
の
僧
都
に
救
わ
れ
出
家
し
、
こ
の
世
の
苦
悩
か
ら
離
脱
出
来
た
か
に
見
え
た
が
、
薫
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
苦
悩
の
日
々
に
戻
っ
て
い
く
。

そ
の
結
末
は
書
か
れ
な
い
ま
ま
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
終
わ
っ
て
い
る
。
浮
舟
が
そ
の
後
ど
う
生
き
て
行
っ
た
の
か
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
読
者
で
あ
れ
ば

是
非
と
も
知
り
た
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
ま
し
て
生
い
立
ち
も
似
通
う
孝
標
女
に
と
っ
て
、
浮
舟
の
人
生
は
他
人
事
で
な
い
自
分
自
身
に
密
接
に
関
連

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

﹃
更
級
日
記
﹄
は
従
来
﹁
物
語
の
世
界
を
夢
見
な
が
ら
も
、
現
実
に
幻
滅
し
た
平
安
朝
の
一
女
性
の
日
記
﹂
と
い
う
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
て
来
た
。

筆
者
は
そ
の
考
え
方
は
﹃
更
級
日
記
﹄
の
本
質
を
全
く
捉
え
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
来
た
の
は
、
冒
頭
箇
所

の
解
釈
が
表
面
的
過
ぎ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。
こ
の
日
記
を
書
こ
う
と
し
た
動
機
が
、
実
は
自
分
の
半
生
を
描
こ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

ま
だ
他
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
冒
頭
の
﹁
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
﹂
と
あ
る
一
節
が
妙
に
気
に
掛
か
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
等
身
の
薬
師
仏
を
造
り
、﹁
京
へ
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
祈
願

す
る
作
者
は
、
物
語
へ
の
限
り
な
い
願
望
を
抱
く
少
女
と
い
う
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
現
代
に
も
通
じ
る
微
笑
ま
し
い
文
学
少
女
を
思
い
浮
か
べ
る
。

し
か
し
こ
の
回
想
記
を
、
若
き
日
に
物
語
に
惑
溺
し
た
浅
薄
さ
を
反
省
し
、
一
心
に
極
楽
を
希
求
す
る
女
性
の
一
代
記
と
し
て
読
む
だ
け
で
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
孝
標
女
は
、
し
た
た
か
な
仕
掛
け
﹁
意
図
﹂
を
施
し
た
設
計
図
の
も
と
に
、
こ
の
日
記
を
仕
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
解
明
す
る
鍵
が
、﹁
薬
師
仏
﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
第
二
節
で
述
べ
よ
う
。
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第
二
節
　﹁
等
身
の
薬
師
仏
﹂
の
意
味
す
る
も
の

さ
て
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
の
は
、
日
記
の
冒
頭
箇
所
が
物
語
と
の
繋
が
り
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
、
最
も
重
要
な
作
者
の
仕
掛
け
に
気
づ
か
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
日
記
の
背
景
に
は
重
要
な
、
あ
る
企
み
﹁
意
図
﹂
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
企
み
と
は
何
か
と

い
う
と
、
ま
ず
冒
頭
箇
所
に
現
わ
れ
る
﹁
薬
師
仏
﹂
に
そ
の
﹁
カ
ギ
﹂
が
あ
る
。

い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、﹁
京
へ
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、

物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
、
身
を
す
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、

九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
へ
う
つ
る
。 

︵
二
八
三
頁
︶

従
来
、
こ
の
傍
線
部
分
は
﹁
父
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
で
、
あ
こ
が
れ
の
物
語
が
待
ち
受
け
る
京
の
地
へ
旅
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂
と
解
さ
れ
る

が
、
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
そ
う
は
書
い
て
な
い
。
原
文
ど
お
り
に
読
め
ば
﹁
自
分
の
祈
り
を
薬
師
仏
が
受
け
留
め
て
く
れ
、
十
三
歳
の
年
に
上
京
す
る
﹂

と
読
め
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
﹁
薬
師
仏
の
ご
利
益
﹂
に
よ
っ
て
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
書
い
て
あ
る
の
だ
。
く
り
返

す
が
、
父
親
の
四
年
の
任
期
が
満
了
し
た
か
ら
で
は
な
い
、
薬
師
仏
へ
の
誓
願
が
叶
っ
て
彼
女
は
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
と
こ
ろ

が
従
来
こ
こ
の
主
題
は
薬
師
仏
で
は
な
く
、
少
女
が
薬
師
仏
に
祈
願
し
た
内
容
が
重
視
さ
れ
て
来
た
。﹁
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り

見
せ
た
ま
へ
﹂
こ
こ
が
重
要
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
学
少
女
孝
標
女
像
が
先
行
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
は
評
価
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
う
読

ま
れ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
日
記
の
意
図
は
取
り
違
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
描
か
れ
る
﹁
薬
師
仏
﹂
に
は
特
別
な
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

実
は
﹃
更
級
日
記
﹄
の
中
で
、
仏
の
名
が
具
体
的
に
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
﹁
薬
師
仏
﹂
と
も
う
一
箇
所
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
の
も
う
一
つ
と
い
う

の
が
日
記
の
後
半
に
登
場
す
る
﹁
阿
弥
陀
仏
﹂
で
あ
る
。
孝
標
女
は
日
記
中
で
多
く
の
寺
に
参
詣
し
、
中
に
は
本
尊
を
薬
師
仏
や
阿
弥
陀
仏
と
す
る
有

名
寺
院
も
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
名
を
書
き
表
す
こ
と
は
な
く
、
単
に
﹁
仏
﹂
と
だ
け
表
現
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
何
故
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
﹁
薬
師
仏
﹂

と
そ
の
名
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
後
半
に
現
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
だ
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
こ

で
描
か
れ
る
﹁
薬
師
仏
﹂
の
実
体
が
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
津
本
信
博
氏
の
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
か
ら
始

め
よ
う
。
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﹁
等
身
に
薬
師
仏
を
つ
く
り
て
﹂
は
、
従
来
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

○
薬
師
仏
の
像
を
等
身
に
作
っ
て

○
そ
の
仏
像
を
命
じ
て
作
ら
せ
る
人
と
同
じ
背
丈
に
薬
師
如
来
の
像
を
作
っ
て

○
薬
師
如
来
の
等
身
像
を
作
っ
て
も
ら
い

○
願
主
で
あ
る
作
者
の
身
の
丈
と
同
じ
高
さ
に
薬
師
仏
を
造
っ
て

こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
う
と
、
孝
標
女
が
等
身
大
の
薬
師
仏
を
自
ら
彫
刻
し
た
か
、
あ
る
い
は
仏
師
に
依
頼
し
て
彫
刻
さ
せ
た
か
、
い
ず
れ
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
王
朝
の
一
女
性
で
あ
る
十
三
歳
の
少
女
が
自
ら
そ
の
か
細
い
腕
で
鑿
を
ふ
る
う
と
い
う
逞
し
い
一
面
も
型
破
り
で
興
味
を
呼

ぶ
が
、
果
た
し
て
自
ら
彫
刻
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
﹁
作
る
﹂
と
い
う
語
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
な
ど
に
み
る
よ
う
な
使
役
的
な
意
を
込
め

て
﹁
作
ら
せ
る
﹂
と
い
う
意
に
解
す
べ
き
か
。
従
来
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
後
者
の
解
に
よ
っ
て
い
る
。

日
記
の
本
文
中
に
、﹁
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、﹁
京
に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
、
物
語
の
多
く
候
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給
へ
﹂、
と
祈

る
十
三
歳
の
少
女
の
姿
や
、﹁
人
ま
に
は
ま
ゐ
り
つ
つ
、
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
の
た
ち
給
へ
る
を
、
見
捨
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人
し
れ
ず

う
ち
泣
か
れ
ぬ
﹂
と
人
目
を
忍
ん
で
こ
っ
そ
り
仏
に
願
を
か
け
る
少
女
の
い
じ
ら
し
い
行
為
も
、
仰
々
し
い
等
身
大
の
彫
刻
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
興
ざ
め
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
わ
ざ
と
ら
し
い
作
者
の
行
為
に
興
味
が
半
減
す
る
と
い
う
結
果
を
ま
ね
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。﹁
人

ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
﹂﹁
人
ま
に
は
ま
ゐ
り
つ
つ
﹂
と
い
う
行
為
も
、
等
身
大
の
薬
師
仏
を
仏
師
に
彫
ら
せ
て
は
、
全
く
意
味
を
為
さ
ず
、

む
し
ろ
人
目
に
つ
き
や
す
く
、
孝
標
女
の
心
情
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
行
為
が
極
め
て
作
為
的
な
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
箇
所
は
、
作
者
自
ら
の
手
に
な
る
等
身
大
の
薬
師
仏
と
解
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
も
等
身
大
の
薬
師
仏
を
彫
刻
す
る
の

で
は
な
く
、
絵
筆
あ
る
い
は
身
近
に
あ
る
小
刀
か
鋭
利
な
小
石
の
よ
う
な
も
の
で
、
壁
面
に
大
き
く
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
孝
標
女
の
物

語
を
読
み
た
い
と
い
う
少
女
の
一
途
な
夢
を
、
自
ら
の
手
で
、
そ
れ
も
で
き
る
限
り
大
き
く
描
く
こ
と
に
よ
り
、
叶
え
て
も
ら
う
べ
く
、
心
は
ず

ま
せ
て
壁
面
に
自
分
の
背
丈
と
同
じ
大
き
さ
に
薬
師
仏
を
描
い
た
も
の
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

︵
津
本
信
博
﹃
更
級
日
記
の
研
究
﹄
三
三
九
頁
～
三
四
〇
頁
︶

津
本
氏
が
こ
の
薬
師
仏
を
作
者
の
描
い
た
﹁
壁
画
﹂
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
従
来
の
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
す
ぐ
後
の
記
述
に
、

年
ご
ろ
あ
そ
び
な
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
ち
ら
し
て
、
た
ち
さ
わ
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、
車

に
乗
る
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
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
す
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人
知
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れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ 

︵
二
八
四
頁
︶

と
い
う
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
薬
師
仏
を
取
り
巻
く
外
壁
は
壊
さ
れ
、
外
か
ら
丸
見
え
の
状
態
で
あ
る
な
ら
壁
面
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
残
念
な

が
ら
壁
画
説
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
壁
を
取
り
除
い
た
中
に
﹁
立
ち
た
ま
へ
る
﹂
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
仏
像
は
立
像
と
考
え
る

の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
の
薬
師
仏
は
﹁
年
ご
ろ
あ
そ
び
馴
れ
つ
る
所
﹂
に
安
置
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
御
堂
に
納
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
日
頃

作
者
が
遊
び
暮
し
て
い
る
よ
う
な
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
が
最
も
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
と
な
る
の
だ
が
、
作
者
一
行
が

上
京
す
る
に
際
し
、﹁
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
す
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
﹂
と
あ
る
こ
と
だ
。
書
い
て
あ
る
通
り
に
理
解
す
れ
ば
、
仏
像

は
野
晒
し
の
状
態
で
そ
の
場
に
放
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仏
像
が
、
仏
師
の
手
に
よ
っ
て
彫
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
ら
、
な
ぜ
寺
や
知
り
合
い

に
仏
像
を
預
か
っ
て
も
ら
わ
な
い
の
か
。
作
者
の
身
長
に
合
わ
せ
て
わ
ざ
わ
ざ
造
っ
た
仏
像
を
、
そ
の
よ
う
に
粗
略
に
扱
う
理
由
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
、
筆
者
は
以
前
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
中
か
ら
次
の
説
話
を
見
つ
け
出
し
、
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。

昔
、
兵
頭
大
夫
恒
正
と
い
ふ
者
あ
り
き
。
そ
れ
は
筑
前
国
山
鹿
の
庄
と
い
ひ
し
所
に
住
み
し
。︵
中
略
︶﹁
こ
の
僧
は
仏
師
か
﹂
と
問
へ
ば
、﹁
さ

に
候
ふ
﹂
と
い
ふ
。﹁
正
行
が
仏
や
造
り
た
る
﹂
と
問
へ
ば
、﹁
造
り
奉
り
た
り
﹂
と
い
ふ
。﹁
さ
て
、
そ
れ
は
何
仏
を
作
り
奉
り
た
る
ぞ
﹂
と
問

へ
ば
、﹁
え
知
り
候
は
ず
﹂
と
答
ふ
。﹁
と
は
い
か
に
。
正
行
知
ら
ず
と
い
ふ
。
仏
師
知
ら
ず
は
、
誰
が
知
ら
ん
ぞ
﹂
と
い
へ
ば
、﹁
仏
師
は
い
か

で
か
知
り
候
は
ん
。
仏
師
の
知
る
や
う
は
候
は
ず
﹂
と
い
へ
ば
、﹁
さ
は
誰
が
知
る
べ
き
ぞ
﹂
と
い
へ
ば
、﹁
講
師
の
御
か
た
こ
そ
知
ら
せ
給
は
め
﹂

と
い
ふ
。
仏
師
は
腹
立
ち
て
﹁
物
の
様
も
知
ら
せ
給
は
ざ
り
け
り
﹂
と
て
立
ち
ぬ
。﹁
こ
は
い
か
な
る
事
ぞ
﹂
と
て
尋
ぬ
れ
ば
、﹁
は
や
う
た
だ
仏

造
り
奉
れ
﹂
と
い
へ
ば
、
た
だ
円
頭
︵
ま
ろ
が
し
ら
︶
に
て
斎
の
神
の
冠
も
な
き
や
う
な
る
物
を
五
頭
刻
み
立
て
て
、
供
養
し
奉
ら
ん
講
師
し
て
、

そ
の
仏
、
か
の
仏
と
名
を
つ
け
奉
る
な
り
け
り
。︵

小
学
館 
古
典
文
学
全
集
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
巻
第
九
、
五
﹁
恒
正
が
郎
等
、
仏
供
養
の
事
﹂︶

筑
前
国
の
田
舎
で
起
き
た
出
来
事
と
し
て
、
恒
正
の
郎
等
正
行
と
い
う
男
が
仏
像
を
造
っ
て
供
養
し
よ
う
と
し
た
が
、
何
の
仏
像
を
造
っ
た
か
は
造
ら

せ
た
施
主
も
知
ら
ず
、
造
っ
た
仏
師
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
衆
人
に
笑
い
罵
ら
れ
る
と
、
仏
師
は
怒
り
出
し
、﹁
五
体
の

仏
像
を
急
い
で
造
れ
と
言
わ
れ
た
か
ら
、
た
だ
丸
い
頭
を
し
た
仏
像
ら
し
き
も
の
を
五
体
彫
り
上
げ
た
ま
で
で
、
後
ほ
ど
僧
侶
︵
説
教
僧
︶
が
適
当
に

そ
の
名
は
付
け
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
方
に
お
い
て
は
、
仏
師
と
い
っ
て
も
仏
像
に
関
し
て
詳
し
い
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
仏
像
ら
し
き
も
の
を
彫
り
上
げ
る
と
、
僧
侶
や
大
衆
が
勝
手
に
何
の
仏
様
と
決
め
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
民
衆
は
深
い
知
識
も
持
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た
ず
、
た
だ
手
を
合
わ
せ
る
対
象
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

孝
標
女
の
﹁
等
身
の
仏
﹂
も
そ
の
類
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
時
代
は
下
る
が
、
江
戸
時
代
前
期
に
円
空
と
い
う
遊
行
僧
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
生

涯
に
実
に
十
二
万
体
の
仏
像
を
彫
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
権
門
や
富
裕
層
の
人
達
に
向
け
て
彫
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
は
庶
民

の
た
め
に
造
ら
れ
た
素
朴
な
仏
像
で
あ
っ
た
。
五
来
重
に
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

庶
民
の
信
仰
を
集
め
た
霊
仏
に
は
、
し
ば
し
ば
遊
行
者
が
つ
く
り
あ
た
え
た
と
か
、
化
人
来
た
り
て
こ
れ
を
彫
っ
た
と
い
う
説
話
が
つ
い
て
い

る
。
貴
族
や
支
配
者
の
建
立
す
る
仏
像
は
、
名
あ
る
仏
師
が
念
入
り
に
製
作
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
村
里
の
庶
民
は
遊
行
聖
の
手
作
り
の
像
を
ま
つ

り
、
化
人
の
作
仏
と
し
て
庶
民
信
仰
の
対
象
と
し
た
。
行
基
菩
薩
と
か
弘
法
大
師
作
の
寺
伝
を
も
つ
古
仏
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

遊
行
聖
の
つ
く
っ
た
仏
像
説
話
の
代
表
的
な
例
は
﹃
粉
河
寺
縁
起
﹄
で
あ
る
。
宝
亀
の
む
か
し
、
紀
伊
国
那
賀
郡
の
狩
人
、
大
伴
孔
子
古
︵
お

お
と
も
の
く
じ
こ
︶
は
山
中
に
光
明
赫
奕
た
る
霊
地
を
み
つ
け
て
、
精
舎
を
建
て
、
仏
像
を
つ
く
り
た
い
と
願
う
。
ま
も
な
く
一
童
男
行
者
が
あ

ら
わ
れ
て
、
我
は
仏
工
で
あ
る
か
ら
孔
子
古
の
た
め
に
仏
像
を
つ
く
ろ
う
と
申
し
出
る
。
童
男
行
者
と
は
山
伏
の
よ
う
な
半
僧
半
俗
の
遊
行
聖
を

あ
ら
わ
し
た
名
称
で
あ
る
。 

︵
五
来
重
﹃
円
空
と
木
喰
﹄・
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
︶

こ
の
よ
う
な
、
仏
師
が
作
者
の
周
辺
に
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
都
か
ら
離
れ
た
上
総
の
地
に
、
地
元
の
人
々
の
要
望
に
応
え
て
仏
像
を
彫
り

上
げ
た
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
や
﹃
粉
河
寺
縁
起
﹄
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
が
存
在
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
ん
な
仏
師
が
、
十
三
歳
の

少
女
の
等
身
大
の
仏
像
を
気
軽
に
彫
り
上
げ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
仏
像
な
ら
、
寺
に
も
知
人
に
も
預
け
ず
、
東
国
の
地
に
置
き
去
り

に
さ
れ
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
都
ま
で
持
ち
帰
る
価
値
が
仏
像
に
は
な
か
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
に
﹁
等
身
に
薬
師
仏
を
つ
く
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
仏
像
を
菅
原
孝
標
女
自
身
が
造
っ
た
と
す
る
説
が
根
強
く
唱
え
ら

れ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
十
歳
ば
か
り
の
少
女
が
他
の
仏
像
と
の
違
い
を
認
識
し
、﹁
薬
師
仏
﹂
を
彫
り
上
げ
る
こ

と
な
ど
は
、
ま
ず
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
よ
う
な
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
辺

の
事
情
は
伺
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
﹁
薬
師
仏
﹂
が
ど
の
よ
う
な
仏
像
で
あ
っ
た
の
か
は
、
ま
こ
と
に
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
て
不
明
と
し
か
言
え
な

い
。
そ
う
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
仏
像
で
あ
る
が
、
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
実
は
孝
標
女
は
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
﹁
薬
師
仏
﹂
と
い
う
名
前
を
登
場
さ

せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
そ
も
そ
も
薬
師
仏
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
治
病
、
延
命
、
産
育
な
ど
に
利
益
の
あ
る
仏
だ
が
、
そ
う
い

う
仏
に
対
し
て
、﹁
京
へ
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
祈
願
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
見
当
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違
い
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。
も
ち
ろ
ん
薬
師
仏
は
古
代
社
会
に
お
い
て
病
に
限
ら
ず
庶
民
の
あ
ら
ゆ
る
祈
願
も
聞
き
届
け
て
く
れ
る
現
世
利

益
の
仏
で
も
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
も
指
摘
し
た
が
、﹃
更
級
日
記
﹄
中
で
、
仏
の
名
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
﹁
薬
師
仏
﹂
と
、
も
う
一
つ
は
作
者
の

晩
年
の
夢
に
登
場
す
る
﹁
阿
弥
陀
仏
﹂
の
二
例
し
か
な
い
。
仏
の
名
を
記
す
の
が
特
別
で
あ
る
こ
と
は
、
作
者
が
上
京
後
し
ば
ら
く
し
て
﹁
広
隆
寺
﹂

に
祈
願
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

親
の
太
秦
︵
の
広
隆
寺
︶
に
こ
も
り
た
ま
へ
る
に
も
、
こ
と
ご
と
な
く
こ
の
こ
と
を
申
し
て
、
出
で
む
ま
ま
に
こ
の
物
語
見
は
て
む
と
思
へ
ど

見
え
ず
。
い
と
く
ち
を
し
く
思
ひ
嘆
か
る
る
に
、
を
ば
な
る
人
の
田
舎
よ
り
の
ぼ
り
た
る
所
に
わ
た
い
た
れ
ば
、﹁
い
と
う
つ
く
し
う
生
ひ
な
り

に
け
り
﹂
な
ど
、
あ
は
れ
が
り
、
め
づ
か
し
が
り
て
、
か
へ
る
に
、﹁
何
を
か
た
て
ま
つ
ら
む
。
ま
め
ま
め
し
き
物
は
、
ま
さ
な
か
り
な
む
。
ゆ

か
し
く
し
た
ま
ふ
な
る
物
を
た
て
ま
つ
ら
む
﹂
と
て
、
源
氏
の
五
十
余
巻
、
ひ
つ
に
入
り
な
が
ら
、
在
中
将
、
と
ほ
ぎ
み
、
せ
り
河
、
し
ら
ら
、

あ
さ
う
づ
な
ど
い
ふ
物
語
ど
も
、
一
袋
と
り
入
れ
て
、
得
て
か
へ
る
心
地
の
う
れ
し
さ
ぞ
い
み
じ
き
や
。︵
中
略
︶
夢
に
い
と
清
げ
な
る
僧
の
、

黄
な
る
地
の
袈
裟
着
た
る
が
来
て
、﹁
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
﹂
と
い
ふ
と
見
れ
ど
、
人
に
も
語
ら
ず
、
習
は
む
と
も
思
ひ
か
け
ず
。

︵
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
︶

傍
線
を
施
し
た
﹁
太
秦
﹂
は
、
広
隆
寺
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
他
に
も
日
記
中
に
は
あ
と
二
例
太
秦
の
広
隆
寺
に
参
詣
す
る
記
事
が
存
在
す
る
の
で
、
孝

標
女
に
と
っ
て
広
隆
寺
は
馴
染
み
の
寺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
寺
は
古
く
は
弥
勒
菩
薩
が
本
尊
で
あ
り
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
平

安
遷
都
前
後
に
本
尊
が
薬
師
如
来
像
に
代
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
広
隆
寺
の
財
産
目
録
と
も
い
う
べ
き
﹃
広
隆
寺
資
財
交
替
実
録

張
﹄
の
﹁
仏
物
章
﹂
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

霊
験
薬
師
仏
像
檀
像
︵
居
高
三
尺
︶、
在
内
殿　
　

今
校
全

金
色
弥
勒
菩
薩
像
一
体
︵
居
高
二
尺
八
寸
︶　　
　

所
謂
太
子
本
願
御
形

金
色
阿
弥
陀
仏
像
一
体
︵
居
高
四
尺
︶　　
　
　
　

今
校
大
破

同
仏
脇
時
菩
薩
像
二
体
︵
居
高
三
尺
八
寸
︶　　
　

今
校
大
破

不
空
羂
索
菩
薩
檀
像
一
体
︵
立
高
一
丈
七
寸
︶

金
色
弥
勒
菩
薩
像
一
体
︵
居
高
二
尺
八
寸
︶

　
　

已
上
仏
菩
薩
像
本
自
所
奉
安
置 

︵﹃
続
群
書
類
従
﹄
二
七
輯
上
・
釈
家
部
︶
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﹁
檀
像
﹂
と
い
う
の
は
白
檀
な
ど
に
彫
刻
し
た
仏
像
の
こ
と
で
あ
り
、﹁
校
全
﹂
と
は
状
態
が
健
全
と
い
う
こ
と
。
最
後
の
行
に
あ
る
﹁
已
上
仏
菩
薩
像

本
自
所
奉
安
置
﹂
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
仏
像
が
広
隆
寺
の
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
仏
像
群
の
冒
頭
に
﹁
霊
験
薬
師
仏
像

檀
像
﹂
の
名
が
記
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
薬
師
仏
こ
そ
が
広
隆
寺
の
本
尊
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。﹃
広
隆
寺
資
財
交
替
実
録
張
﹄
の
成
立
年
代
は
、
こ

の
文
書
の
中
の
﹁
雑
交
文
﹂
の
な
か
に
﹁
貞
観
十
五
年
︵
八
七
三
︶
一
巻
、
仁
和
二
年
︵
八
八
六
︶
一
巻
作
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
つ
ま
り
九
世
紀
末

頃
か
ら
広
隆
寺
の
本
尊
は
薬
師
仏
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、﹃
日
本
紀
略
﹄
長
和
三
年
︵
一
〇
一
四
︶
五
月
五
日
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

五
日
庚
寅
、
東
西
京
貴
賎
、
挙
首
参
広
隆
寺
。
人
云
、
寅
年
五
月
五
日
庚
寅
日
、
薬
師
如
来
奉
安
置
此
堂
之
故
也

︵
増
補
校
訂
﹃
国
史
大
系
﹄
一
一
﹁
日
本
紀
略
﹂
長
和
三
年
条
︶

京
の
人
々
が
争
っ
て
広
隆
寺
に
参
詣
し
た
の
は
、
薬
師
如
来
が
寅
年
の
五
月
五
日
に
安
置
さ
れ
た
か
ら
で
、
そ
の
記
念
日
に
お
参
り
を
し
て
、
霊
験

に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
広
隆
寺
の
薬
師
仏
が
霊
験
あ
ら
た
か
な
仏
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
長
和
三
年
と
い
え
ば
、﹃
更

級
日
記
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
で
あ
る
か
ら
、
孝
標
女
が
太
秦
に
籠
も
っ
て
願
を
掛
け
た
の
は
、
本
尊
で
あ
る
薬
師
如
来
像
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
は
ま

ず
間
違
い
な
い
。
こ
の
後
、﹁
源
氏
の
五
十
余
巻
、
ひ
つ
に
入
り
な
が
ら
、
在
中
将
、
と
ほ
ぎ
み
、
せ
り
河
、
し
ら
ら
、
あ
さ
う
づ
な
ど
い
ふ
物
語
ど
も
、

一
袋
と
り
入
れ
て
、
得
て
か
へ
る
心
地
の
う
れ
し
さ
ぞ
い
み
じ
き
や
﹂
と
、
孝
標
女
の
願
い
は
叶
う
。
つ
ま
り
上
総
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
薬
師
仏

の
御
利
益
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
孝
標
女
は
一
言
も
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
﹁
薬
師
仏
﹂
の
名
を
記
し
て
い
な
い
。

薬
師
仏
は
上
総
で
も
京
で
も
二
度
も
少
女
の
切
実
な
願
い
を
叶
え
て
く
れ
た
の
に
、
な
ぜ
上
総
の
と
き
に
だ
け
そ
の
名
を
表
明
し
、
京
の
地
で
は
そ
の

名
を
表
記
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
謎
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
そ
れ
は
上
総
が
﹁
あ
づ
ま
﹂
に
位
置
す
る
こ
と
と
関
係
す
る
。﹁
薬
師
仏
﹂
は
、﹁
あ

づ
ま
﹂
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
日
記
の
冒
頭
に
﹁
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
﹂
と
自
分
の
生
い
立
ち
を
事
実
と

は
異
な
っ
て
、
東
で
あ
る
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
て
書
い
て
あ
っ
た
理
由
は
、
浮
舟
と
の
関
係
も
匂
わ
せ
な
が
ら
、
実
は
そ
の
裏
に
も
う
一
つ
重
要
な

理
由
が
存
在
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
第
三
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
薬
師
仏
の
居
場
所
は
東
方
に
遠
く
隔
た
る
﹁
東
方
浄
瑠
璃
世
界
﹂
と
仏
典
に
記
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
﹁
薬
師
仏
﹂
は
上
総
が
東
国
の
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
だ
。
と
な
る
と
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
霊
験
が
あ
ろ
う
が
京
の
地
に

お
い
て
薬
師
仏
の
名
を
出
す
こ
と
に
は
も
は
や
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
西
方
浄
土
の
教
主
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ

た
。
こ
う
い
う
地
理
的
な
視
点
が
従
来
の
﹃
更
級
日
記
﹄
研
究
に
は
欠
落
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
﹃
更
級
日
記
﹄
の
隠
さ
れ
た
意
図
を
探
る
重
要

な
ヒ
ン
ト
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

で
は
次
に
、
阿
弥
陀
仏
と
の
薬
師
仏
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
、
も
う
一
歩
考
え
を
進
め
よ
う
。
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第
三
節
　『
更
級
日
記
』
︱
そ
の
隠
さ
れ
た
構
造
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
︱
︱
東
方
薬
師
如
来
か
ら
西
方
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
へ
︱
︱

前
節
に
続
き
、
薬
師
仏
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。﹁
薬
師
仏
﹂
は
玄
奘
三
蔵
が
訳
し
た
﹃
薬
師
本
願
功
徳
経
﹄
の
一
節
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。﹁
東
方
此
過
十
恒
河
沙
等
仏
土
有
。
世
界
名
浄
瑠
璃
。
仏
号
薬
師
瑠
璃
光
如
来
﹂。
薬
師
仏
の
正
式
な
名
称
は
﹁
薬
師
瑠
璃
光
如
来
﹂
と
い
い
、

我
々
が
居
住
す
る
世
界
の
東
方
に
あ
た
る
浄
土
の
教
主
と
記
さ
れ
る
。

前
節
で
﹁
薬
師
如
来
は
﹃
東
﹄
の
仏
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
仏
が
仏
典
に
よ
っ
て
、
東
方
世
界
の
教
主
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
冒
頭
に
あ
る
、

あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る
こ

と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ひ
る
ま
、
よ
ひ
ゐ
な
ど
に
、
姉
、
継
母

な
ど
や
う
の
人
々
の
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ

が
思
ふ
ま
ま
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
。

﹁
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
﹂
と
い
う
の
は
作
者
の
育
っ
た
場
所
を
故
意
に
改
変
し
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
浮
舟
の
出
自
に
合
わ
せ
る
た
め
、
孝
標
女
が
自
分
の
出
自
を
偽
装
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
半
分

正
し
い
の
だ
が
、
実
は
こ
の
背
景
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
は
後
半
に
登
場
す
る
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
に

よ
っ
て
明
確
に
解
き
明
か
さ
れ
る
。

十
数
歳
の
作
者
が
父
に
連
れ
ら
れ
幼
い
時
を
過
し
た
土
地
は
、
東
国
の
地
で
あ
る
上
総
国
で
あ
っ
た
。
日
記
の
後
半
で
、
阿
弥
陀
仏
が
作
者
を
迎
え

に
来
る
夢
が
記
さ
れ
る
が
、
当
時
流
行
し
て
い
た
仏
教
的
終
末
観
で
あ
る
﹁
末
法
﹂
の
世
を
迎
え
る
中
で
、
上
層
貴
族
の
多
く
が
極
楽
浄
土
へ
の
往
生

を
希
求
し
て
い
た
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば
、
作
者
も
そ
の
夢
を
夢
と
し
て
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
考
え
た
と
し
て
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
夢
に
か
け
る
思
い
こ
そ
が
﹃
更
級
日
記
﹄
の
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
の
夢
を
何
と
か
夢
で
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と

い
う
願
望
が
﹃
更
級
日
記
﹄
の
成
立
に
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
。
し
か
し
日
記
の
作
者
は
同
時
に
浮
舟
で
も
あ
っ
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

話
を
戻
す
が
、
冒
頭
箇
所
で
﹁
あ
づ
ま
﹂
と
い
う
地
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
実
は
そ
れ
が
東
方
に
位
置
す
る
国
で
あ
り
、
そ
の
地
に
ふ
さ
わ
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し
い
薬
師
仏
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
度
薬
師
仏
の
描
写
に
注
目
す
る
と
、

い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、﹁
京
へ
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、

物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
、
身
を
す
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、

九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
へ
う
つ
る
。

年
ご
ろ
あ
そ
び
馴
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
ち
ら
し
て
、
立
ち
さ
わ
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、

車
に
乗
る
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
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
す
て
た
て
ま
つ
る
悲
し
く
て
、
人

知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。 

︵
二
八
三
～
二
八
四
頁
︶

薬
師
仏
と
の
別
れ
は
、
作
者
の
十
三
歳
の
年
の
九
月
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
、
あ
た
り
一
面
に
霧
が
立
ち
込
め
、
時
間
は
﹁
日
の
入
り
ぎ

は
﹂
と
あ
る
か
ら
夕
刻
で
あ
り
、
日
は
西
に
傾
い
て
い
た
。
そ
し
て
薬
師
仏
は
立
っ
た
ま
ま
の
お
姿
で
、
作
者
が
旅
立
つ
の
を
見
送
っ
て
く
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
節
を
読
む
と
、
描
か
れ
る
場
面
は
作
者
が
旅
立
ち
の
時
の
光
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後

半
に
描
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
描
か
れ
方
と
対
比
す
る
時
、
文
の
意
味
は
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
す
が
に
命
は
う
き
に
も
た
え
ず
、
長
ら
ふ
め
れ
ど
、
後
の
世
も
思
ふ
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
、
う
し
ろ
め
た
な
き
に
、
頼
む
こ
と
一

つ
ぞ
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
た
ま

は
ず
、
霧
ひ
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
蓮
華
の
座
の
、
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ

三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
光
り
か
が
や
き
た
ま
ひ
て
、
御
手
か
た
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、
い
ま
か
た
つ
方
に

は
印
を
作
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
こ
と
人
の
目
に
は
、
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
お
そ
ろ
し
け

れ
ば
、
簾
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
、
仏
、﹁
さ
は
、
こ
の
た
び
は
か
へ
り
て
、
後
に
迎
へ
来
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
声
、
わ
が

耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
と
し
け
る
。

︵
三
六
一
頁
～
三
六
二
頁
︶

西
方
極
楽
浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
は
、
霧
の
中
に
立
っ
て
作
者
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
冒
頭
部
の
薬
師
仏
と
こ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
打
て
ば

響
く
よ
う
に
東
西
で
向
き
合
う
仏
と
い
わ
れ
る
。
冒
頭
部
の
薬
師
仏
は
、
実
は
上
総
か
ら
西
に
位
置
す
る
都
へ
作
者
を
見
送
ろ
う
と
し
て
い
る
と
読
め
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る
。
そ
れ
も
霧
の
中
に
送
り
出
す
薬
師
仏
、
霧
の
中
で
迎
え
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
。
な
ぜ
か
二
つ
の
仏
の
描
か
れ
方
に
共
通
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
両
者
を
並
べ
、
よ
り
精
細
に
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

︵
1
︶　

こ
の
二
つ
の
箇
所
以
外
に
日
記
の
中
で
仏
の
名
称
を
記
し
た
箇
所
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
夢
が
、﹁
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
﹂
と

年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
従
来
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
薬
師
仏
の
方
も
子
細
に
読
め
ば
、﹁
十
三
に
な
る
と
し
﹂
と
あ
り
、

続
い
て
﹁
九
月
三
日
﹂
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
年
月
日
を
記
す
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
の
人
生
の
中
に
お
け
る
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
こ
と
を
年
月
日
で
明
記
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
の
年
齢
を
は
っ
き
り
示
す
の
は
日
記
中
こ
こ
だ
け
で
あ
る

か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
薬
師
仏
と
の
別
離
と
阿
弥
陀
仏
と
の
邂
逅
と
は
、
作
者
自
身
が
人
生
の
中
で
そ
の
年
月
日
を
特
筆
す
べ
き
重
要
な
出
来
事

で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

︵
2
︶　

次
に
，
阿
弥
陀
仏
は
﹁
さ
だ
か
に
は
見
え
た
ま
は
ず
、
霧
ひ
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て

ま
つ
れ
ば
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
霧
に
隔
た
れ
て
は
っ
き
り
見
え
な
い
と
描
か
れ
る
が
、
薬
師
仏
の
方
も
ま
た
﹁
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご

く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
﹂、
と
あ
る
よ
う
に
両
者
と
も
に
霧
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
る
と
い
う
ご
く
似
通
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

︵
3
︶　

二
つ
の
仏
の
形
状
に
つ
い
て
、﹁
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
﹂、﹁
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
も
立
像
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
阿
弥
陀
如
来
像
、
薬
師
如
来
像
と
も
に
両
者
を
立
像
と
い
う
相
似
形
に
し
た
の
は
、
作
者
の
意
識
に
何
ら
か
の
思
い
が
働
い

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
が
夢
に
見
た
阿
弥
陀
仏
は
、﹁
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
﹂
と
あ
る
が
、
薬
師
仏
の
大
き
さ

も
﹁
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
﹂
と
両
者
と
も
に
具
体
的
な
大
き
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
仏
は
日

記
中
に
書
き
記
さ
れ
る
他
の
多
く
の
仏
と
は
ま
っ
た
く
そ
の
認
識
の
さ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

︵
4
︶　

阿
弥
陀
仏
は
﹁
こ
と
人
の
目
に
は
、
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
﹂、﹁
わ
が
耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き

つ
け
ず
と
見
る
に
﹂
と
い
う
よ
う
に
作
者
個
人
の
宗
教
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
薬
師
仏
の
方
も
ま
た
﹁
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
﹂、﹁
人

ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
﹂、﹁
人
知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
﹂
と
い
う
よ
う
に
他
人
を
交
え
な
い
、
作
者
の
個
人
的
な
信
仰
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
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以
上
ま
と
め
た
よ
う
に
、
両
者
の
表
現
が
似
通
っ
て
い
る
の
は
、
作
者
が
薬
師
仏
と
阿
弥
陀
仏
両
者
の
描
写
を
関
連
す
る
も
の
と
認
識
し
、
恐
ら
く
同

時
期
に
記
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
作
者
が
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
、
夢
と
し
て
終
わ
ら
せ
ず
に
、
何
と
し
て
も
確
実
な
意
味
あ
る
も

の
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
十
一
の
夢
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
に
限
ら
ず
古
代
人
は
夢
と
い

う
も
の
に
不
思
議
な
力
を
感
じ
て
は
い
た
。
け
れ
ど
も
頭
か
ら
そ
れ
を
信
じ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
夫
の
死
を
嘆
く
一
節
に
、

初
瀬
に
て
前
の
た
び
︵
初
瀬
参
籠
の
時
に
見
た
夢
︶、﹁
稲
荷
よ
り
賜
ふ
し
る
し
の
杉
よ
﹂
と
て
投
げ
出
で
ら
れ
し
を
、
出
で
し
ま
ま
に
、
稲
荷
に

詣
で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
ら
ず
や
あ
ら
ま
し
︵
夫
の
死
去
と
い
う
よ
う
な
不
幸
が
あ
っ
た
ろ
う
か
、
い
や
な
か
っ
た
ろ
う
︶。
年
ご
ろ
﹁
天
照

御
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
﹂
と
見
ゆ
る
夢
は
、
人
の
御
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
み
か
ど
、
后
の
御
か
げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、

夢
と
き
も
あ
は
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。
た
だ
悲
し
げ
な
り
と
見
し
鏡
の
夢
の
み
た
が
は
ぬ
、
あ
は
れ
に
心
う
し
。

︵
三
五
九
頁
︶

と
い
う
過
去
の
夢
に
関
す
る
記
述
が
語
ら
れ
、
そ
の
前
半
で
は
夢
の
中
で
稲
荷
か
ら
杉
を
頂
戴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
礼
参
り
を
し
な
か
っ
た
か

ら
夫
の
死
と
い
う
よ
う
な
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
懺
悔
が
語
ら
れ
る
。
後
半
は
天
照
御
神
の
夢
を
夢
解
き
に
合
わ
せ
る
と
、
高
貴
な
方
の
乳
母
と

な
り
、
御
門
や
后
の
庇
護
を
受
け
る
身
と
な
る
と
言
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
良
い
こ
と
は
一
つ
と
し
て
実
現
せ
ず
、
不
幸
に
な
る
予
想
だ
け
が
的
中
し
た

こ
と
が
つ
ら
い
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
夢
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が
伺
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
作
者
が
、
極
楽
に
迎
え
取
っ
て
く
れ
る
と

い
う
阿
弥
陀
仏
の
夢
だ
け
は
、
何
と
し
て
も
確
信
し
た
か
っ
た
。
引
用
箇
所
に
あ
る
﹁
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
﹂
と
い
う
言
葉
こ
そ
作

者
の
本
音
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
彼
女
は
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
を
回
想
し
、
自
分
が
極
楽
往
生
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
で
あ
る
の

か
、
そ
の
証
明
が
得
た
か
っ
た
。
つ
ま
り
日
記
は
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
こ
ろ
で
、
今
述
べ
た
夫
橘
俊
通
の
死
の
記
述
は
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
記
事
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
夫
の
死
去
は
、
底
本
傍
注
に
﹁
康

平
元
年
︵
一
〇
五
八
︶
十
月
五
日
卒　

五
十
七
﹂
と
あ
り
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
夢
よ
り
三
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
見
た
の

と
、
夫
の
死
去
は
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
作
者
は
そ
ん
な
操
作
を
行
っ
た
の
か
。
犬
養
廉
氏
は
こ
の
逆
転
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
注
を

加
え
て
い
る
。

こ
の
弥
陀
来
迎
の
夢
は
、
年
次
を
さ
か
の
ぼ
り
、
し
か
も
、
年
月
日
を
明
記
特
筆
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
わ
び
し
い
晩
年
の
支

え
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
記
の
だ
い
た
い
は
前
段
﹁
功
徳
も
作
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
﹂
で
ほ
ぼ
段
落
を
画
し
て
い
る
。﹁
さ
す
が
に
﹂
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と
い
う
心
境
反
転
で
展
開
す
る
こ
の
段
は
、
一
応
の
筆
を
お
さ
め
た
後
、
さ
ら
に
付
注
的
に
書
き
継
が
れ
た
観
が
あ
る
。 

︵
三
六
〇
頁
・
頭
注
︶

だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
注
釈
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
後
半
﹁﹃
さ
す
が
に
﹄
と
い
う
心
境
反
転
で
展
開
す
る
こ
の
段
は
、
一
応
の
筆
を

お
さ
め
た
後
、
さ
ら
に
付
注
的
に
書
き
継
が
れ
た
観
が
あ
る
﹂
と
い
う
解
釈
に
は
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
﹁
さ
す
が
に
﹂
は
あ
き
ら
か
に

前
段
、
夫
の
死
去
の
よ
う
な
不
運
な
悪
因
果
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。﹁
そ
ん
な
つ
ら
い
こ
と
に
遭
っ
て
も
、
命
は
途
切
れ
る
こ
と
な

く
⋮
⋮
﹂
と
前
を
受
け
、
そ
う
い
う
状
況
下
で
唯
一
頼
み
に
出
来
る
こ
と
は
、
天
喜
三
年
の
夢
な
の
だ
と
続
け
て
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
意
図
的

に
作
者
は
﹁
夫
の
死
去
﹂
と
い
う
つ
ら
い
現
実
も
﹁
阿
弥
陀
仏
の
夢
﹂
に
よ
っ
て
手
は
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
現
実
を
す
り
替
え
よ

う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
関
根
慶
子
氏
は
、

こ
の
夢
を
年
月
順
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
作
者
の
絶
望
の
ど
ん
底
か
ら
た
ど
り
着
い
た
最
後
の
拠
り
所
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
の
夢
だ
け
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
こ
こ
に
語
り
、
ま
た
こ
の
夢
の
み
を
重
要
視
す
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
に
だ
け
年
月
日
を
付
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

︵
関
根
慶
子
﹃
更
級
日
記
﹄
全
訳
注
・
講
談
社
学
術
文
庫
、
三
三
五
頁
︶

と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
だ
が
﹁
こ
の
夢
を
年
月
順
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
と
思
わ
れ
る
﹂
と
い
う
一
言
は
、﹃
更
級
日
記
﹄
と
い

う
作
品
を
ど
う
位
置
付
け
る
の
か
、
従
来
の
研
究
を
考
え
直
さ
せ
る
よ
う
な
一
言
で
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
夢
の
重
要
性
を
語
る

た
め
に
こ
そ
﹃
更
級
日
記
﹄
は
書
か
れ
た
と
考
え
て
い
る
筆
者
に
は
い
っ
そ
う
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
実
は
、
冒
頭
箇
所
の
記
述
も
こ
の
阿
弥
陀
仏
の

夢
を
現
実
化
し
た
い
と
い
う
作
者
の
思
い
が
書
か
せ
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
東
方
瑠
璃
光
浄
土
の
教
主
で
あ
る
薬
師
仏
と
、
西
方
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
と
は
互
い
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
仏
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
は
人
々
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
た
認
識
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
京
都
に
現
存
す
る
﹁
浄
瑠
璃
寺
﹂
は
、
当
初
の
本
尊
が
薬
師
如
来
で
あ
っ
た

こ
と
で
、
薬
師
仏
の
浄
土
で
あ
る
名
が
寺
の
名
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
寺
の
建
立
は
永
承
二
年
︵
一
〇
四
七
︶
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
孝
標
女
の
四
十

歳
頃
に
当
た
る
。
そ
し
て
や
が
て
こ
の
寺
は
九
体
の
阿
弥
陀
仏
が
安
置
さ
れ
る
西
の
阿
弥
陀
堂
と
、
薬
師
如
来
が
安
置
さ
れ
る
東
の
三
重
塔
と
が
、
池

を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
伽
藍
の
配
置
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
寺
に
は
、
東
の
教
主
で
あ
る
薬
師
如
来
が
衆
生
を
西
に
向
か
っ
て
送
り
出
す
﹁
遣
送
仏
﹂

で
あ
る
の
に
対
し
、
西
方
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
迎
え
取
っ
て
く
れ
る
﹁
来
迎
仏
﹂
と
い
う
信
仰
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
伽
藍

配
置
は
、
藤
原
道
長
が
寛
仁
三
年
︵
一
〇
一
九
︶
に
建
立
し
た
法
成
寺
が
そ
の
始
ま
り
で
、
そ
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は
、
杉
山
信
三
氏
の
著
作
に
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。︵
杉
山
信
三
著
﹃
院
家
建
築
の
研
究
﹄﹁
第
二
編
・
藤
原
氏
の
氏
寺
と
そ
の
院
家
﹂︶
作
者
が
上
総
か
ら
上
京
し
て
き
た
頃
は
、

221
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ち
ょ
う
ど
そ
の
法
成
寺
が
建
築
の
途
上
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
こ
れ
に
類
す
る
伽
藍
配
置
は
数
多
く
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
薬
師
仏
と

阿
弥
陀
仏
の
関
係
に
つ
い
て
は
﹃
栄
華
物
語
﹄
に
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
堂
に
殿
︵
道
長
︶
の
お
は
し
ま
し
て
御
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、
こ
の
世
よ
り
行
く
末
ま
で
も
、
あ
は
れ

に
も
の
頼
も
し
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。﹁
阿
弥
陀
仏
と
念
じ
た
て
ま
つ
る
人
を
ば
、
二
十
五
菩
薩
も
ま
も
り
た
ま
ふ
な
り
﹂
と
、
唐
の
大
師
︵
善

導
大
師
︶
の
の
た
ま
へ
り
。
ま
た
、﹁
念
仏
し
て
極
楽
を
の
ぞ
む
人
も
し
参
る
こ
と
危
ぶ
み
あ
ら
ば
、
薬
師
如
来
八
菩
薩
を
添
へ
て
、
極
楽
に
送

れ
と
告
げ
た
ま
ふ
な
り
﹂
な
ど
思
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
に
、
殿
の
御
前
の
御
有
様
に
、
い
づ
れ
の
御
前
た
ち
も
、
頼
も
し
く
め
で
た
く
見
た
て
ま
つ

ら
せ
た
ま
ふ
。 

︵
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
栄
華
物
語
﹄
巻
十
七
﹁
お
む
が
く
﹂ 

二
八
八
頁
︶

傍
線
部
の
意
味
は
﹁
念
仏
を
し
て
極
楽
を
望
む
人
が
も
し
も
、
そ
の
往
生
に
危
惧
が
あ
る
な
ら
ば
、
薬
師
如
来
が
八
菩
薩
を
添
え
て
、
そ
の
人
を
極
楽

に
送
れ
と
お
告
げ
に
な
る
と
い
う
事
だ
﹂
と
解
せ
る
。
西
方
極
楽
往
生
が
危
ぶ
ま
れ
る
人
を
、
薬
師
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
も
と
へ
送
っ
て
く
れ
る
と
い
う

こ
の
信
仰
を
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
述
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
今
ま
で
何
気
な
く
読
み
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
っ
て

書
か
れ
て
い
た
の
だ
と
判
明
す
る
。

こ
の
東
の
薬
師
堂
と
、
西
の
阿
弥
陀
堂
が
対
置
す
る
伽
藍
形
式
は
そ
の
後
平
安
時
代
の
人
々
の
気
持
ち
を
捉
え
た
ら
し
く
、
三
十
三
も
の
寺
院
に
採

用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
福
山
敏
男
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。︵
福
山
敏
男
著
作
集
3
﹃
寺
院
建
築
の
研
究
﹄
下
﹁
九
体
阿
弥
陀
堂
﹂

中
央
公
論
美
術
出
版
︶
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
知
識
で
あ
り
、
孝
標
女
も
当
然
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

し
て
み
れ
ば
、﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
作
品
が
、
冒
頭
箇
所
の
東
方
薬
師
仏
に
よ
る
西
へ
向
か
っ
て
の
送
り
出
し
。
そ
し
て
そ
の
晩
年
に
阿
弥
陀
仏
の

来
迎
に
よ
る
極
楽
往
生
の
約
束
、
こ
れ
を
日
記
の
前
後
に
据
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
人
々
の
信
仰
で
あ
っ
た
薬

師
仏
と
阿
弥
陀
仏
と
の
連
携
に
拠
る
極
楽
往
生
と
い
う
知
識
が
、
日
記
の
中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
具
現
化
す
る
た
め
に
日
記
の
文
章
が
操
作
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
も
浮
上
す
る
。
阿
弥
陀
仏
の
夢
の
記

事
と
前
後
照
応
す
る
よ
う
に
意
識
的
に
日
記
の
構
造
が
形
成
さ
れ
た
な
ら
、
冒
頭
の
薬
師
仏
の
記
事
に
は
ど
こ
ま
で
信
憑
性
が
あ
る
の
か
。
ま
た
阿
弥

陀
仏
の
記
事
が
、
実
際
の
夫
の
死
去
と
順
序
が
入
れ
替
え
ら
れ
、
操
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、﹃
更
級
日
記
﹄
は
日
記
と
し
て
ど
こ
ま
で
信
じ

ら
れ
る
も
の
な
の
か
。
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
少
女
時
代
か
ら
物
語
に
心
奪
わ
れ
、
仏
道
に
疎
遠
な
日
々
を
送
っ
て
き
た
が
、
晩
年
に
見
た

阿
弥
陀
仏
の
夢
で
極
楽
往
生
の
期
待
を
持
っ
た
平
安
朝
の
一
人
の
女
性
の
回
想
記
と
い
う
従
来
の
解
釈
は
、
大
き
な
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
記
の
仮
名
奥
書
に
あ
る
例
の
、
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よ
は
の
ね
ざ
め
、
み
つ
の
は
ま
ま
つ
、
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
、
あ
さ
く
ら
な
ど
は
、
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
ぞ
。 

︵
六
三
頁
︶

と
い
う
一
節
に
あ
る
﹃
夜
の
寝
覚
﹄、﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
高
等
科
紀
要
に
拙
稿
を
掲
載
し
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
奥
書
に
あ
る

通
り
恐
ら
く
孝
標
女
の
作
で
あ
ろ
う
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
述
べ
た

︵
注
二
︶。

ま
た
散
逸
物
語
で
あ
る
﹃
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
﹄、﹃
あ
さ
く
ら
﹄
に
関
し
て
も
、

こ
の
奥
書
を
認
め
て
い
る
の
が
藤
原
定
家
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
作
者
の
手
に
な
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
﹃
夜

の
寝
覚
﹄
に
は
、
か
な
り
の
分
量
の
欠
巻
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
﹃
あ
さ
く
ら
﹄
も
、
か
な
り
の
量
を
も
つ
長
編
物
語
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
こ
れ
ら
の
作
品
の
成
立
期
間
を
考
慮
す
れ
ば
、
作
者
は
か
な
り
後
年
に
至
る
ま
で
そ
の
作
家
活
動
を
続
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
作
家
活
動
に
関
す
る
こ
と
は
﹃
更
級
日
記
﹄
の
中
に
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
相
当
の
年
齢
に
な
っ
て
も
、

孝
標
女
は
物
語
創
作
か
ら
足
を
洗
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
日
記
中
に
記
さ
れ
る
、﹁
物
語
の
世
界
に
は
見
切
り
を
つ
け
た
﹂

と
い
う
孝
標
女
の
発
言
を
真
に
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
。﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
記
事
を
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
改
変
し
て
い
る

節
が
多
々
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
彼
女
は
本
気
で
極
楽
往
生
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
だ
か
ら
次
に
引
用
す
る
倉
本

一
宏
氏
の
意
見
も
気
に
な
る
の
だ
。

最
後
の
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
夢
を
創
作
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
む
し
ろ
、
す
べ
て

の
﹁
夢
﹂
が
、
執
筆
時
点
で
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
、
日
記
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
を
主
人
公
に
仕
立

て
て
、
そ
の
精
神
の
遍
歴
︵
そ
れ
す
ら
実
際
に
起
こ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
作
者
は
実
は
幼
少
の
頃
か
ら
仏
教
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
が
︶
を
述
べ
た
物
語
と
評
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
作
者
に
と
っ
て
、
夢
と
は
、
自
己
の
物
語
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

︵
倉
本
一
宏
著
﹃
平
安
貴
族
の
夢
分
析
﹄
3
菅
原
孝
標
女
と
﹁
更
級
日
記
﹂
吉
川
弘
文
館
︶

つ
ま
り
こ
の
日
記
を
深
く
読
み
込
ん
で
い
く
と
倉
本
氏
の
よ
う
な
考
え
方
も
一
概
に
否
定
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
こ
の
日
記
は
冒
頭
箇
所
で
述
べ
ら
れ

て
い
た
浮
舟
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
孝
標
女
は
、
自
分
を
浮
舟
に
重
ね
な
が
ら
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
迷
い
の
中
に
生
き
る
女
に
、
果
た
し
て

極
楽
往
生
と
い
う
救
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
こ
そ
描
き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
浮
舟
は
出
家
し
な
が
ら
も
男
女
の
愛
の
妄

執
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
浮
舟
で
も
阿
弥
陀
仏
は
掬
い
取
っ
て
く
れ
る
も
の
な
の
か
。
だ
が
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
夢
に
よ
っ
て
示
さ
れ
希

望
を
見
出
し
た
。
末
法
と
い
う
時
代
に
生
き
、
物
語
を
人
生
の
支
え
と
し
た
女
性
に
と
っ
て
往
生
は
可
能
な
の
か
。
そ
う
考
え
る
と
き
に
、
冒
頭
箇
所

の
作
者
の
出
自
や
、
明
確
さ
を
欠
い
て
い
た
薬
師
仏
の
姿
も
、
す
べ
て
は
そ
の
テ
ー
マ
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
虚
構
で
あ
っ
た
か
も
し
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れ
な
い
。
孝
標
女
が
、
実
は
平
安
後
期
か
ら
提
唱
さ
れ
始
め
、
中
世
の
法
然
や
親
鸞
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
と
い
う
﹁
天
台
本
学
論
﹂
と
い
う

思
想
を
既
に
身
に
付
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
拙
稿
は
す
で
に
発
表
し
た

︵
注
三
︶。

冒
頭
に
も
述
べ
た
﹃
更
級
日
記
﹄
を
日
記
と
し
て
読
む
こ
と
は
、

そ
の
本
質
を
見
誤
る
一
因
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
節
　『
更
級
日
記
』
に
描
か
れ
る
関
寺
大
仏
の
こ
と

﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
事
の
中
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

粟
津
に
と
ど
ま
り
て
、
し
は
す
の
二
日
、
京
に
入
る
。
暗
く
い
き
着
く
べ
く
と
、
申
の
時
ば
か
り
に
た
ち
て
行
け
ば
、
関
︵
逢
坂
の
関
︶
近
く
な

り
て
、
山
づ
ら
に
か
り
そ
め
な
る
き
り
か
け
と
い
ふ
も
の
し
た
る
上
よ
り
、
丈
六
の
仏
の
、
い
ま
だ
荒
造
り
に
お
は
す
る
が
、
顔
ば
か
り
見
や
ら

れ
た
り
。
あ
は
れ
に
人
は
な
れ
て
、
い
づ
こ
と
も
な
く
お
は
す
る
仏
か
な
と
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ
ぬ
。

こ
こ
ら
の
国
々
を
過
ぎ
ぬ
る
に
、
駿
河
の
清
見
が
関
と
、
逢
坂
の
関
と
ば
か
り
は
な
か
り
け
り
。 

︵
二
九
七
～
二
九
八
頁
︶

こ
れ
は
関
寺
の
大
仏
と
し
て
有
名
な
仏
像
で
、
こ
こ
で
﹁
丈
六
の
仏
﹂
と
記
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
五
丈
︵
約
十
五
メ
ー
ト
ル
︶
も
あ
る
大
仏
で
あ
っ

た
。﹁
山
づ
ら
に
か
り
そ
め
な
る
き
り
か
け
と
い
ふ
も
の
し
た
る
上
よ
り
、
丈
六
︵
一
丈
六
尺
＝
約
五
メ
ー
ト
ル
︶
の
仏
の
、
い
ま
だ
荒
造
り
に
お
は
す
る
が
、

顔
ば
か
り
見
や
ら
れ
た
り
﹂
と
、
仏
像
を
取
り
囲
む
塀
か
ら
顔
だ
け
が
抜
け
出
て
見
え
る
と
い
う
描
写
か
ら
も
、
そ
の
大
き
さ
が
伺
え
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
﹁
丈
六
﹂
と
い
う
の
は
不
自
然
な
感
じ
が
拭
え
な
い
。
し
か
も
後
に
引
用
す
る
よ
う
に
彼
女
は
二
十
数
年
後
に
も
こ
の
仏
を
実
見
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
﹁
丈
六
﹂
と
い
う
記
述
は
、
原
文
に
は
﹁
五
丈
﹂
と
あ
っ
た
も
の
を
、
誤
ま
っ
て
﹁
丈
六
﹂
に
誤
写
し
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
傍
線
部
﹁
あ
は
れ
に
人
は
な
れ
て
、
い
づ
こ
と
も
な
く
お
は
す
る
仏
か
な
と
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ
ぬ
﹂
の
解
釈
は
な
か
な
か
難
解
で
、
研

究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
口
語
訳
さ
れ
る
。
い
ま
引
用
し
て
み
る
と
、

注
二 

学
習
院
高
等
科
紀
要
・
第
十
三
号
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
巻
五
の
成
立
に
つ
い
て 

︱﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄・﹃
更
級
日
記
﹄
の
比
較
に
よ
る
再
検
討
︱

 

　
　
　

同　
　
　
　

・
第
十
四
号
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
研
究 

︱﹃
夜
の
寝
覚
﹄
と
﹃
更
級
日
記
﹄
の
比
較
か
ら
︱

注
三 

学
習
院
高
等
科
紀
要
・
第
六
号
﹃
更
級
日
記
﹄
の
構
造
と
そ
の
信
仰
遍
歴
・
天
台
本
学
思
想
と
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
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諸
注
﹁
所
在
な
さ
そ
う
に
﹂
の
よ
う
な
訳
を
当
て
る
が
、
堂
舎
が
ま
だ
建
設
中
の
こ
と
だ
か
ら
、
ど
こ
の
お
寺
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
た
だ
の
﹁
山

づ
ら
﹂
に
、
の
意
で
あ
ろ
う
。 

︵
岩
波
﹁
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹂・
吉
岡
廣
︶

な
ん
と
ま
あ
、
わ
び
し
げ
に
人
里
離
れ
て
、
け
れ
ど
も
場
所
柄
な
ど
構
わ
ぬ
げ
に
つ
く
ね
ん
と
立
っ
て
お
い
で
の
仏
様
だ
こ
と
、
と
遠
く
か
ら
眺

め
て
通
り
過
ぎ
て
き
た
が
、 

︵
小
学
館
・﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
犬
養
廉
︶

さ
び
し
く
人
里
は
な
れ
て
こ
ん
な
所
に
、
た
よ
り
な
げ
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
様
だ
な
あ
と
、
な
が
め
や
っ
て
通
り
過
ぎ
た
。

︵
講
談
社
学
術
文
庫
・
関
根
慶
子
︶

わ
び
し
そ
う
に
、
人
里
は
な
れ
て
、
ど
こ
の
︵
お
寺
の
︶
と
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
︵
ぽ
つ
ん
と
立
っ
て
︶
お
い
で
に
な
る
仏
様
だ
な
あ

︵
笠
間
文
庫　

原
文
＆
現
代
語
訳
シ
リ
ー
ズ
・
池
田
利
夫
︶

寂
し
そ
う
に
、
人
里
か
ら
離
れ
て
、︵
そ
こ
が
︶
ど
こ
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
ふ
う
に
、︵
し
ょ
ん
ぼ
り
と
立
っ
て
︶
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
様
だ
わ
、

と
見
や
っ
て
通
り
過
ぎ
た
。 

︵
小
谷
野
純
一
﹃
更
級
日
記
全
評
釈
﹄
一
七
七
頁
・
風
間
書
房
︶

こ
の
関
寺
大
仏
の
こ
と
は
、
こ
の
記
事
か
ら
二
十
五
年
後
の
孝
標
女
三
十
八
歳
の
折
に
、
近
く
を
通
り
か
か
っ
た
作
者
に
よ
っ
て
再
び
次
の
よ
う
に
描

か
れ
る
。今

は
昔
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し
か
り
け
り
と
の
み
思
ひ
知
り
は
て
、
親
の
物
へ
ゐ
て
参
り
な
ど
せ
で
や
み
に
し
も
、
も
ど
か
し
く
思
ひ
出
で

ら
る
れ
ば
、
⋮
⋮
後
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
思
は
む
と
思
ひ
は
げ
み
て
、
霜
月
の
二
十
余
日
、
石
山
に
参
る
。
雪
降
り
つ
つ
、
道
の
ほ
ど
さ
へ
を

か
し
き
に
、
逢
坂
の
関
を
見
る
に
も
、
昔
越
え
し
も
冬
ぞ
か
し
と
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
そ
の
ほ
ど
し
も
、
い
と
あ
ら
う
吹
い
た
り
。

　

逢
坂
の
関
の
せ
き
風
ふ
く
声
は
む
か
し
聞
き
し
に
か
は
ら
ざ
り
け
り

関
寺
の
い
か
め
し
う
造
ら
れ
た
る
を
見
る
に
も
、
そ
の
を
り
荒
造
り
の
御
顔
ば
か
り
見
ら
れ
し
を
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
年
月
の
過
ぎ
に
け
る
も
い

と
あ
は
れ
な
り
。 

︵
三
四
二
頁
︶
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家
庭
的
に
も
安
定
し
た
孝
標
女
が
、
石
山
寺
に
物
詣
に
出
か
け
る
途
中
、
二
十
数
年
前
上
京
す
る
折
に
目
に
し
た
寺
が
﹁
い
か
め
し
う
造
ら
れ
﹂
て
い

る
の
を
目
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
﹁
関
寺
﹂
と
い
う
寺
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
寺
が
逢
坂
の
関
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
そ
の
名
が
あ
る
。
孝
標
女
が
上
京
す
る
折
に
は
ま
だ
無
名
の
寺
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
十
数
年
後
に
は
驚
く
ほ
ど
豪
壮
な
寺
院
に
変
貌
し
て
い
る

こ
と
を
印
象
付
け
る
た
め
、
最
初
の
頃
は
参
詣
す
る
人
も
な
い
こ
と
を
﹁
あ
は
れ
に
人
は
な
れ
て
、
い
づ
こ
と
も
な
く
お
は
す
る
仏
か
な
﹂
と
描
い
た

の
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
関
寺
に
関
す
る
前
後
二
つ
の
記
事
は
同
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
前
節
で

述
べ
た
薬
師
仏
・
阿
弥
陀
仏
の
記
事
が
内
容
的
に
呼
応
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
寺
は
﹃
更
級
日
記
﹄
の
中
で
は
さ
り
げ
な
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
が
、
孝
標
女
が
上
京
し
た
翌
年
に
は
京
都
の
人
々
を

驚
嘆
さ
せ
る
不
思
議
な
話
に
よ
っ
て
、
一
気
に
そ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
右
中
弁
源
経
頼
の
日
記
﹃
左
経
記
﹄
に
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。

︵
万
寿
二
年
︶
五
月
十
六
日　

天
晴
、
関
寺
有
牛
、
年
来
我
造
堂
斬
材
木
令
運
用
、
而
近
遇
會
大
津
住
人
等
、
夢
見
迦
葉
仏
化
身
之
由
、
此
夢
披

露
洛
下
、
仍
奉
始
大
相
国
禅
閣
、
関
白
左
大
臣
、
至
于
下
民
、
挙
首
結
縁
牛
云
々
、
此
堂
并
仏
依
横
川
源
信
僧
都
存
日
語
、
僧
延
慶
進
諸
人
所
造

立
也
、
造
作
欲
終
功
之
間
有
此
事
、
誠
化
牛
欲
別
此
界
之
期
歟
云
々

︵
増
補
史
料
大
成
﹃
左
経
記
﹄
万
寿
二
年
︵
一
〇
二
五
︶
五
月
十
六
日
条
︶

関
寺
の
造
営
に
使
役
さ
れ
る
材
木
運
搬
用
の
牛
が
い
た
が
、
大
津
に
住
む
人
の
夢
に
そ
の
牛
が
現
れ
、
自
分
は
迦
葉
仏
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
告

げ
た
。
そ
の
夢
の
話
が
都
に
広
ま
る
と
、
大
相
国
禅
閣
︵
道
長
︶
や
関
白
左
大
臣
︵
頼
通
︶
を
始
め
と
し
て
庶
民
が
こ
の
牛
に
結
縁
し
よ
う
と
参
詣
し

た
。
こ
の
寺
は
、
横
川
の
源
信
僧
都
が
生
前
、
延
慶
と
い
う
僧
に
造
営
を
勧
め
、
諸
人
の
協
力
で
造
営
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
完
成
間
近
に
な
っ
て

こ
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
役
目
を
終
え
た
牛
は
入
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
六
月
二
日
に
は
、
経
頼
自
身
、
関
寺
に
参
詣
し
、
牛
を
実
見
し
た
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

晴
、
早
旦
参
向
関
寺
、
及
未
剋
到
寺
、
先
見
牛
、
聖
人
云
、
日
者
︵
ひ
ご
ろ
︶
有
悩
気
、
而
去
晦
日
漸
興
立
、
廻
御
堂
三
匝
、
了
帰
本
所
之
間
、

於
中
路
臥
、
不
堪
起
興
仍
人
々
合
力
興
立
、
持
来
本
所
臥
之
後
、
已
不
興
起
、
欲
斃
去
也
者
、
余
聞
此
事
、
成
感
祈
念
、
即
両
三
度
挙
頭
見
余
、

頗
涕
泣
、
及
酉
剋
頭
北
面
帰
空
、
即
埋
堂
後
山
帰
洛
。 

︵
同
書
・
六
月
二
日
条
︶
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こ
れ
に
よ
る
と
、
弱
っ
た
霊
牛
が
そ
の
最
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
経
頼
は
関
寺
を
訪
れ
、
そ
の
牛
と
面
会
し
た
。
す
る
と
こ
の
牛
が
三
度

頭
を
挙
げ
て
経
頼
を
見
た
こ
と
に
感
激
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
関
寺
の
迦
葉
仏
が
牛
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
異
類
転
生
譚
が
、
そ
れ
を
目
の

当
た
り
に
し
た
と
い
う
公
卿
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
で
信
憑
性
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
に
当
時
の
人
々
に
は
、
こ
の
話
を

受
け
入
れ
る
下
地
が
あ
っ
た
。

万
寿
二
年
︵
一
〇
二
五
︶
に
成
立
し
た
菅
原
師
長
の
撰
に
な
る
﹃
関
寺
縁
起
﹄
に
、

寛
仁
二
年
︵
一
〇
一
八
︶
閏
四
月
二
十
四
日
下
刀
。
同
五
月
二
十
一
日
終
功
。
佛
像
已
成
。
又
自
治
安
元
年
︵
一
〇
二
一
︶
七
月
九
日
創
伽
藍
営

作
。
二
年
八
月
十
九
日
半
終
其
功
。︵
中
略
︶
先
是
治
安
元
年
十
一
月
八
日
夜
。
近
松
寺
僧
證
昭
偶
夢
異
僧
来
告
白
。
汝
拝
関
寺
弥
勒
佛
乎
。
昭

答
曰
未
也
。
僧
曰
。
汝
不
知
乎
此
佛
者
往
昔
迦
葉
佛
出
世
時
現
金
五
大
身
相
化
度
群
迷

︵
中
略
︶
時
洛
東
清
水
寺
有
僧
。
名
曰
仁
胤
。
興
昭
相
好
。
昭
往
語
関
寺
興
復
之
事
。
胤
曰
善
哉
子
志
。
我
有
一
牛
。
形
骸
太
強
。
異
於
庸
牛
。

今
則
興
子
。
以
之
為
扶
。
昭
悦
牽
昄
。
即
送
関
寺
。
以
運
土
木
。
万
寿
元
年
︵
一
〇
二
四
︶
十
月
七
日
。
當
寺
檀
越
周
防
掾
息
長
正
則
、
借
牛
使

役
。
其
夜
正
則
夢
、
一
僧
告
白
。
噫
女
過
乎
。
此
牛
迦
葉
佛
再
来
権
現
牛
畜
。
鄙
劣
身
扶
一
寺
興
復
鴻
事
。
是
庸
牛
。
正
則
、
驚
覚
。
明
旦
適
時

懺
謝
以
返
牛
矣
﹂ 

︵
続
群
書
類
従
第
二
八
号
上 

釈
家
部
︶

と
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
﹃
左
経
記
﹄
と
こ
の
﹃
関
寺
縁
起
﹄
は
、
関
寺
創
建
時
に
成
立
し
、
当
時
を
知
る
上
で
重
要
な
文
献
で
も
あ
る
。
ま
た
﹃
更

級
日
記
﹄
の
描
写
は
、
縁
起
に
書
か
れ
た
内
容
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
の
﹃
関
寺
縁
起
﹄
に
は
こ
の
寺
の
本
尊
が
﹁
弥

勒
仏
﹂
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
少
し
時
代
が
下
が
る
﹃
栄
華
物
語
﹄
を
見
る
と
、
こ
の
関
寺
の
牛
の
霊
験
譚
は
話
が
か
な
り
成
長
し
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ご
ろ
聞
け
ば
、
逢
坂
の
あ
な
た
に
、
関
寺
と
い
ふ
所
に
、
牛
仏
現
れ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
人
参
り
見
た
て
ま
つ
る
。
年
ご
ろ
こ
の
寺
に
、

大
き
な
る
御
堂
建
て
て
、
弥
勒
を
造
り
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
榑
︵
く
れ
＝
丸
太
︶、
え
も
い
は
ぬ
大
木
ど
も
を
、
た
だ
こ
の
牛
一
つ
し
て
運

び
あ
ぐ
る
こ
と
を
し
け
り
。
あ
は
れ
な
る
牛
と
の
み
、
御
寺
の
聖
思
ひ
わ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
寺
の
あ
た
り
に
住
む
人
借
り
て
、
明
日
使
は
ん
と

て
置
き
た
り
け
る
夜
の
夢
に
、﹁
わ
れ
は
迦
葉
仏
な
り
。
こ
の
寺
の
仏
を
造
り
、
堂
を
建
て
さ
せ
ん
と
て
、
年
ご
ろ
す
る
に
こ
そ
あ
れ
。
た
だ
人

は
い
か
で
使
ふ
べ
き
﹂
と
見
た
り
け
れ
ば
、
起
き
て
、
か
う
か
う
夢
を
見
つ
る
と
言
ひ
て
、
拝
み
騒
ぐ
な
り
け
り
。
牛
も
さ
や
に
て
黒
く
て
、
さ

さ
や
か
に
を
か
し
げ
に
ぞ
あ
り
け
る
。
繋
が
ね
ど
行
き
去
る
こ
と
も
な
く
、
例
の
牛
の
心
ざ
ま
に
も
似
ざ
り
け
り
。
入
道
殿
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
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り
て
、
世
の
中
に
お
は
し
け
る
人
、
詣
ら
ぬ
な
く
詣
り
こ
み
、
よ
ろ
づ
の
物
を
ぞ
奉
り
け
る
。
た
だ
帝
、
東
宮
、
宮
々
ぞ
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
る
。

こ
の
牛
仏
、
何
と
な
く
心
地
悩
ま
し
げ
に
お
は
し
け
れ
ば
、
と
く
う
せ
た
ま
ふ
べ
き
と
て
、
か
く
人
詣
り
こ
み
て
、
こ
の
聖
は
御
影
像
を
か
か
む

と
て
急
ぎ
け
り
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
西
の
京
に
い
と
尊
く
お
こ
な
ふ
聖
の
夢
に
見
え
け
り
。﹁
迦
葉
仏
当
入
涅
槃
の
だ
む
な
り
。
智
者
当
結
縁
せ
よ
﹂
と
ぞ
見
え

た
り
け
れ
ば
、
い
と
ど
人
々
詣
り
こ
む
ほ
ど
に
、
歌
詠
む
人
も
あ
り
。
和
泉
︵
式
部
︶、

　

聞
き
し
よ
り
牛
に
心
を
か
け
な
が
ら
ま
だ
こ
そ
越
え
ね
逢
坂
の
関

人
々
あ
ま
た
聞
ゆ
れ
ど
、
同
じ
こ
と
な
れ
ば
書
か
ず
。︵
中
略
︶

草
を
誰
も
誰
も
と
り
て
詣
り
け
る
な
か
に
、
詣
ら
ぬ
人
な
ど
ぞ
あ
り
け
れ
ば
、
そ
れ
は
罪
深
き
に
や
な
ど
ぞ
定
め
け
る
。︵
中
略
︶
今
は
こ
の
寺

の
弥
勒
供
養
せ
ら
れ
た
ま
ふ
。 

︵﹃
栄
華
物
語
﹄
巻
二
十
五
﹁
み
ね
の
月
﹂・
四
七
四
～
四
七
六
頁
︶

と
い
う
こ
と
か
ら
、﹃
更
級
日
記
﹄
で
孝
標
女
が
、﹁
い
ま
だ
荒
造
り
に
お
は
す
る
が
、
顔
ば
か
り
見
や
ら
れ
た
り
﹂、﹁
そ
の
を
り
荒
造
り
の
御
顔
ば
か

り
見
ら
れ
し
を
思
ひ
出
で
ら
れ
て
﹂
と
、
こ
の
寺
の
近
く
を
通
り
が
か
り
に
見
か
け
た
と
い
う
仏
像
は
、﹁
弥
勒
菩
薩
像
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
た
と
え
分
か
っ
て
い
て
も
仏
の
名
を
記
さ
な
い
傾
向
が
あ
る
上
、
十
三
歳
の
上
京
時
に
始
め
て
目

に
し
た
時
に
は
何
の
仏
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
日
記
製
作
時
の
年
齢
に
は
当
然
関
寺
の
仏
像
が
﹁
弥
勒
仏
﹂
と
い
う
こ
と
を

作
者
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
関
寺
の
霊
験
譚
は
、
平
安
時
代
の
人
々
に
は
知
れ
渡
っ
た
話
で
、
先
に
引
用
し
た
﹃
栄
華
物
語
﹄
を

始
め
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄、﹃
古
事
談
﹄、﹃
古
本
説
話
集
﹄、﹃
日
本
紀
略
﹄、﹃
扶
桑
略
記
﹄、﹃
百
練
抄
﹄
な
ど
多
く
の
説
話
集
や
古
記
録
に
書
き
留
め
ら

れ
た
話
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
関
寺
の
本
尊
で
あ
っ
た
弥
勒
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
釈
迦
入
滅
後
時
代
が
下
る
に
つ
れ
仏
の
教
え
は
廃
れ
て

行
き
、
つ
い
に
末
法
と
い
う
時
代
を
迎
え
る
。
日
本
で
は
永
承
七
年
︵
一
〇
五
二
︶
が
末
法
第
一
年
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
孝
標
女
が

四
十
五
歳
に
当
た
る
年
で
あ
り
、
恐
ら
く
彼
女
も
末
法
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
末
法
に
入
れ
ば
人
々
の
救
い
は
無
く
な
る
が
、
た
だ

五
十
六
億
七
千
万
年
の
後
に
弥
勒
仏
が
兜
卒
天
か
ら
娑
婆
世
界
に
下
り
、
竜
華
樹
の
下
で
悟
り
を
開
い
て
、
救
い
か
ら
漏
れ
た
衆
生
の
救
済
を
行
う
。

つ
ま
り
弥
勒
仏
は
釈
迦
如
来
の
後
を
補
う
仏
な
の
だ
。
実
は
藤
原
道
長
も
﹃
弥
勒
経
﹄
を
写
し
、
そ
の
経
を
銅
製
の
筒
に
入
れ
て
吉
野
の
金
峰
山
に
埋

経
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
道
長
は
そ
の
埋
経
の
奥
書
に
、
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
で
弥
勒
仏
の
救
済
を
待
つ
と
い
う
内
容
の
こ
と
を
書
き
記
し
て

い
る
か
ら
、
当
時
の
貴
族
も
弥
勒
へ
の
信
仰
を
持
つ
者
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
孝
標
女
が
よ
く
参
詣
し
て
い
た
広
隆
寺
で
あ
る
が
、
実

は
平
安
遷
都
前
後
に
、
元
々
は
そ
の
本
尊
は
弥
勒
菩
薩
で
あ
っ
た
も
の
が
、
薬
師
如
来
に
代
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
既
に
第
二
節
で
述
べ
た
。
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さ
て
、
弥
勒
仏
が
ど
の
よ
う
な
仏
で
あ
っ
た
の
か
を
勘
案
し
て
、
最
初
の
一
文
を
再
考
し
て
み
よ
う
。

あ
は
れ
に
人
は
な
れ
て
、
い
づ
こ
と
も
な
く
お
は
す
る
仏
か
な
と
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ
ぬ

作
者
が
仏
像
の
近
く
を
通
っ
た
の
は
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
で
あ
る
。﹃
関
寺
縁
起
﹄
に
よ
れ
ば
そ
の
時
に
は
仏
像
は
完
成
し
て
い
た
が
、﹁
自
治
安

元
年
︵
一
〇
二
一
︶
七
月
九
日
創
伽
藍
営
作
。
二
年
八
月
十
九
日
半
終
其
功
﹂
と
あ
り
、
伽
藍
は
ま
だ
建
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
五
丈
も

あ
る
弥
勒
仏
が
露
座
の
大
仏
と
し
て
佇
ん
で
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
現
実
の
姿
と
同
時
に
、
五
十
六
億
七
千
万
年
と
い
う
時

間
を
じ
っ
と
修
行
を
続
け
る
弥
勒
仏
の
姿
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹁
人
を
寄
せ
付
け
ず
に
茫
漠
と
し
た
時
間
の
中
に
佇
み
、

た
だ
思
惟
を
続
け
な
さ
る
仏
さ
ま
で
あ
る
よ
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
一
文
は
解
す
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に

﹃
更
級
日
記
﹄
を
今
ま
で
何
度
か
読
ん
で
来
た
が
、
あ
る
と
き
ふ
と
冒
頭
箇
所
の
薬
師
仏
の
描
写
が
妙
に
気
に
掛
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
れ
は
そ

も
そ
も
ど
う
し
て
薬
師
仏
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
て
具
体
的
な
姿
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
考
え
れ
ば
考

え
る
ほ
ど
一
体
ど
の
よ
う
な
仏
像
な
の
か
思
い
浮
か
べ
ら
れ
な
く
な
る
。﹁
等
身
の
薬
師
仏
﹂
と
い
う
か
ら
に
は
作
者
の
身
長
に
合
わ
せ
て
造
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
仏
師
に
作
ら
せ
た
と
す
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
高
価
な
も
の
を
娘
に
与
え
る
の
だ
な
。
だ
が
待
て
よ
、
孝
標
は
作
者
以
外
に
も
そ
の
姉
や
兄

︵
弟
︶
を
上
総
に
連
れ
て
行
っ
た
は
ず
だ
。
彼
ら
に
も
同
じ
よ
う
な
仏
像
を
造
っ
て
や
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
ん
な
等
身
仏
を
上
総
に
置
き
去

り
に
す
る
と
い
う
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
の
薬
師
仏
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
思
い
悩
ん
で
い
る
と
き
に
薬
師
仏
と
阿
弥
陀
仏
の

名
前
だ
け
が
日
記
中
に
書
き
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
れ
か
ら
二
つ
の
仏
像
が
平
安
時
代
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
は
、
東
西
に
向
き
合
っ
て

祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
よ
く
調
べ
る
と
、
伽
藍
建
築
に
置
い
て
、
二
仏
が
向
き
合
っ
て
配
置
さ
れ
る
そ
の
始
ま
り
は
、
藤
原
道
長
が
創

建
し
た
法
成
寺
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
法
成
寺
は
コ
の
字
型
に
伽
藍
が
配
置
さ
れ
、
北
側
に
金
堂
が
あ
り
、
東
に
薬
師
堂
、
西
に
阿
弥
陀
堂
が
置

か
れ
、
両
者
の
間
に
池
が
あ
り
、
東
側
の
薬
師
仏
と
西
側
の
阿
弥
陀
仏
が
向
き
合
っ
て
配
置
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
薬
師
仏
が
日
出
づ
る
東
方
に
位

置
す
る
こ
と
で
人
々
を
送
り
出
す
側
と
な
り
、
西
方
に
位
置
す
る
阿
弥
陀
仏
が
人
々
を
受
け
取
る
側
と
な
っ
て
極
楽
浄
土
に
迎
い
取
る
と
い
う
役
割
分

担
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
第
三
節
に
引
用
し
た
﹃
栄
華
物
語
﹄
の
一
節
に
、
法
成
寺
の
有
様
が
描
写
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
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念
仏
し
て
極
楽
を
の
ぞ
む
人
も
し
参
る
こ
と
危
ぶ
み
あ
ら
ば
、
薬
師
如
来
八
菩
薩
を
添
へ
て
、
極
楽
に
送
れ
と
告
げ
た
ま
ふ
な
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
人
々
の
間
に
も
薬
師
仏
と
阿
弥
陀
仏
の
役
割
分
担
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。﹃
更
級
日
記
﹄
が
成
立
す
る

の
と
同
時
期
に
創
建
さ
れ
た
京
都
の
浄
瑠
璃
時
は
、
平
安
時
代
の
伽
藍
建
築
を
今
に
残
す
貴
重
な
遺
構
で
あ
る
が
、
法
成
寺
の
伽
藍
建
築
と
同
じ
東
西

に
薬
師
堂
と
阿
弥
陀
堂
が
あ
り
、
中
に
池
を
挟
ん
で
対
置
す
る
伽
藍
様
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
寺
で
は
今
で
も
日
の
昇
る
東
は
命
の
誕
生
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
薬
師
仏
は
東
方
世
界
か
ら
現
世
に
人
々
を
送
り
出
す
役
目
を
担
う
の
で
﹁
遣
送
仏
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
を
終
え
れ
ば
、

西
方
浄
土
に
迎
え
て
く
れ
る
の
が
来
迎
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
い
う
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。︵
古
寺
巡
礼
2
﹃
浄
瑠
璃
寺
﹄
佐
伯
快
勝
・
淡
交
社
︶

こ
の
伽
藍
配
置
を
基
に
し
た
当
時
の
人
々
の
思
い
を
﹃
更
級
日
記
﹄
に
当
て
は
め
る
と
、
何
か
が
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い
た
。
今
ま
で
﹃
更

級
日
記
﹄
は
、
な
ぜ
冒
頭
か
ら
自
分
の
出
自
を
偽
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
違
和
感
が
解
け
る
き
っ
か
け
を
手
に
入
れ
ら
れ
た

気
が
し
た
。
自
分
の
現
世
で
の
人
生
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
最
近
見
た
夢
に
阿
弥
陀
如
来
が
現
れ
自
分
を
極
楽
浄
土
に
連
れ
て
行
こ
う
と
言
う
が
、

そ
れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
た
め
し
に
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
若
い
時
に
は
東
方
の
上
総
か
ら
薬
師
仏
に
送
り
出
さ
れ
て
西
に
向
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
現
世
で
は
物
語
に
執
着
し
、
仏
道
修
行
を
怠
っ
て
い
た
時
期
も
確
か
に
あ
っ
た
が
、
自
分
な
り
に
生
き
た
と
い
う
実
感
は
あ
る
。

そ
れ
は
彼
女
の
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
﹁
寝
覚
の
上
﹂
の
よ
う
に
、
未
亡
人
と
な
り
な
が
ら
も
主
人
公
﹁
寝
覚
の
上
﹂
は
、
ひ
た
す
ら

家
庭
を
守
り
、
三
人
の
継
娘
の
幸
福
を
願
っ
て
奔
走
す
る
。
あ
れ
は
孝
標
女
の
実
際
の
有
様
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
、
冒
頭
箇
所
か

ら
孝
標
女
は
自
分
と
生
い
立
ち
の
よ
く
似
て
い
る
浮
舟
を
常
に
意
識
し
て
生
き
て
き
た
。
恐
ら
く
浮
舟
を
自
分
の
分
身
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。﹃
源

氏
物
語
﹄
は
﹁
夢
の
浮
橋
﹂
で
終
わ
る
が
、
浮
舟
の
行
く
末
が
ど
う
な
る
の
か
、
そ
の
決
着
を
見
な
い
ま
ま
で
物
語
り
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
孝
標
女

は
、
強
く
共
感
を
感
じ
て
い
た
浮
舟
の
人
生
に
救
い
の
あ
る
完
結
を
望
ん
で
い
た
の
だ
と
思
う
。
作
者
が
見
た
阿
弥
陀
仏
の
夢
は
、
浮
舟
の
見
た
夢
で

も
あ
る
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
が
日
記
で
な
く
て
回
想
記
風
物
語
と
し
て
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
実
は
上
総
を
出
発
し

た
折
、
薬
師
仏
に
見
送
ら
れ
た
時
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
迎
え
取
ら
れ
る
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
あ
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、﹃
更
級
日
記
﹄

に
は
腑
に
落
ち
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
。
そ
れ
は
孝
標
女
の
中
で
、
浮
舟
も
自
分
も
共
に
極
楽
に
往
生
出
来
る
に
違
い
な
い
と
い
う
思
い
こ
そ
が
、
こ

の
日
記
を
書
か
せ
た
原
動
力
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

︵
終
︶
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