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一
　
は
じ
め
に

前
稿
（
１
）に
お
い
て
筆
者
は
、『
遠
野
物
語
』
を
文
学
作
品
と
見
な
す
昨
今
の
風

潮
に
対
し
、
本
来
の
民
俗
誌
と
見
な
す
立
場
か
ら
こ
れ
を
論
じ
た
。
で
は
、
個
人

の
創
作
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
文
学
作
品
は
民
俗
学
の
研
究
資
料
と
し
て

利
用
で
き
な
い
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
折
口
信
夫
（
２
）や
そ
の
弟
子
た
ち
、
例
え
ば

桜
井
満
（
３
）、
池
田
弥
三
郎
（
４
）、
三
谷
栄
一（
５
）、
福
田
晃
（
６
）な
ど
は
古
典
文
学

の
民
俗
学
的
研
究
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
多
く
の
業
績
を
残
し
て
い
る
。
彼
ら

の
研
究
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
古
典
文
学
の
成
立
基
盤
に
そ
の
時
代

の
歴
史
性
や
社
会
性
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
々
の
精
神
性
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
す
る
認
識
（
７
）で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
古
典
文
学
を
民
俗
学
の
研

究
資
料
と
す
る
場
合
に
、
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
視
座
で
あ
ろ
う
。
換
言

す
る
な
ら
ば
、
我
々
民
俗
学
者
は
古
典
文
学
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品
に

登
場
す
る
民
俗
の
歴
史
性
や
そ
の
時
代
に
存
在
し
た
理
由
、
お
よ
び
そ
の
民
俗
を

伝
承
し
て
い
た
人
々
の
精
神
性
を
明
ら
か
に
し
、
現
在
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
俗

の
理
解
に
役
立
て
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
古
典
文
学
に
対
す
る
研
究
態
度
は
、
折
口
信
夫
や
そ
の
弟
子
た
ち
ば

か
り
で
は
な
く
、
実
は
柳
田
國
男
の
著
作
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
筑
摩
書
房

刊
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
別
巻
五
の
総
索
引
に
は
、
万
葉
集
・
今
昔
物
語
・
日
本

霊
異
記
・
伊
勢
物
語
・
源
氏
物
語
・
土
佐
日
記
・
方
丈
記
・
徒
然
草
・
竹
取
物
語
・

平
家
物
語
な
ど
な
ど
、
多
く
の
古
典
文
学
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
柳
田
國
男
も

古
典
文
学
を
民
俗
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、『
枕
草
子
』
一
〇
三
段
「
見
苦
し
き
も
の
」（
以
下
、
本
稿
で
は
テ
キ

ス
ト
と
し
て
上
坂
信
男
・
神
作
光
一
全
訳
注
／
講
談
社
学
術
文
庫
版
『
枕
草
子
』

全
三
巻
を
用
い
る
の
で
、本
文
中
に
示
す
段
数
は
こ
れ
に
依
る
）
に
登
場
す
る
「
法

日
本
民
俗
学
と
古
典
文
学

　
　
　
　
　
　
『
枕
草
子
』
の
中
の
仏
教

高　

見　

寛　

孝

*

　

　
要

旨

日
本
人
の
精
神
文
化
の
解
明
を
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
日
本
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
古
典
文
学
を
研
究
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
平
安
時
代
に
生
き
た
ひ
と

り
の
女
性
清
少
納
言
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
枕
草
子
』
の
中
か
ら
仏
教
関
係
の
記
事
を
拾
い
出
し
て
分
析
し
た
。
末
法
思
想
が
広
ま
り
、
浄
土
教
が
特
に
貴
族
層
の
間
に
浸
透
し
た
と
さ
れ
る
時
代

に
お
い
て
、『
枕
草
子
』の
中
に
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
志
向
は
見
ら
れ
な
い
。
清
少
納
言
の
価
値
観
は
現
世
利
益
志
向
で
あ
る
。
仏
教
に
求
め
る
清
少
納
言
の
こ
の
態
度
は
現
代
日
本
人
と
変
わ
り
な
く
、

歴
史
を
通
底
す
る
日
本
人
の
価
値
観
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド　

清
少
納
言
・
仏
教
・
法
華
八
講
・
現
世
利
益
・
観
音
信
仰

二
〇
一
八
年
一
一
月
三
十
日
受
付 　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
江
戸
川
大
学 

現
代
社
会
学
科
非
常
勤
講
師　

日
本
民
俗
学
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師
陰
陽
師
の
紙
冠
り
し
て
祓
へ
し
た
る
者
」
の
「
紙
製
の
冠
」
が
、
現
在
の
修
験

者
た
ち
が
頭
に
被
る
「
頭
巾
」
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
柳
田
は
『
枕
草
子
』

に
登
場
す
る
「
紙
冠
」
が
や
が
て
「
頭
巾
」
に
変
化
し
た
（
８
）と
し
て
お
り
、
民

俗
の
連
続
性
を
『
枕
草
子
』
の
中
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
一
四
六
段
「
見
る
に
こ
と
な
る
こ
と
な
き
も
の
の
」
で
は
、
植
物
の
名

前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
中
に
イ
タ
ド
リ
が
登
場
す
る
。
イ
タ
ド
リ
は
タ
デ
科
の
多

年
草
で
、
土
手
な
ど
に
自
生
す
る
。
特
に
人
目
を
引
く
よ
う
な
植
物
で
は
な
い
。

そ
れ
な
の
に
漢
字
で
「
虎
杖
」
と
表
記
す
る
か
ら
、
清
少
納
言
は
「
仰
々
し
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
柳
田
國
男
は
こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
、
清
少
納
言
の
生
き
て

い
た
平
安
時
代
に
は
す
で
に
イ
タ
ド
リ
と
い
う
植
物
名
が
使
わ
れ
て
い
た
証
拠
で

あ
る
と
、
植
物
の
方
言
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。（９
）

こ
の
よ
う
に
、
柳
田
國
男
に
し
ろ
折
口
信
夫
に
し
ろ
、
古
典
文
学
に
造
詣
が
深

く
、そ
れ
ら
を
民
俗
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
作
者
の
社
会
的
地
位
や
立
場
、

あ
る
い
は
そ
の
時
代
の
歴
史
性
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
用
い
る
こ
と
で
、
古
典
文

学
は
民
俗
学
の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。（   10
）　

た
だ
し
、『
枕

草
子
』
を
民
俗
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
る
国
文

学
者
た
ち
、
例
え
ば
小
森
潔
（   11
）・
神
尾
暢
子
（   12
）・
原
由
紀
恵
（   13
）な
ど
の
意
見

に
も
耳
を
傾
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　「
妙
法
蓮
華
経
」
と
清
少
納
言

『
枕
草
子
』
に
は
神
道
を
始
め
、
道
教
や
儒
教
そ
し
て
陰
陽
道
な
ど
、
多
く
の

宗
教
関
係
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
中
で
も
仏
教
は
特
に
多
く
、
清
少
納
言
の

関
心
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
。『
枕
草
子
』
に
見
え
る
仏
教
関
連
記
事
を
考
察
し

た
民
俗
学
者
の
松
尾
恒
一
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
女
性
た
ち
と
仏
教
と
の
関
係
を

捉
え
る
最
良
の
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
同
書
を
位
置
付
け
て
い
る
。（   14
）　

筆
者
も

こ
の
提
言
に
誘
わ
れ
つ
つ
、『
枕
草
子
』
を
用
い
て
仏
教
と
日
本
人
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。（   15
）も
ち
ろ
ん
園
山
千
里
（   16
）が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
枕
草
子
』
に
登
場
す
る
仏
教
は
、
作
者
清
少
納
言
の
眼
を
通
し
て
表
象
さ
れ
た

仏
教
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仏
教
を
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
三
つ
の
相
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
ひ
と
つ
目
は
、
悟
り
を
得
た
覚
者
（
仏
）
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
解
脱
志
向

（
密
教
の
即
身
成
仏
も
含
む
）。
こ
れ
を
説
く
経
典
の
代
表
が
「
般
若
心
経
」
で
あ

る
。
ふ
た
つ
目
は
、
死
後
に
阿
弥
陀
如
来
の
居
る
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
目
指
す

往
生
志
向
。
こ
れ
を
説
く
代
表
的
経
典
が
浄
土
三
部
経
で
あ
る
。
み
っ
つ
目
は
、

こ
の
世
で
の
幸
福
を
願
い
、
仏
菩
薩
に
自
己
の
願
望
（
欲
）
を
叶
え
て
く
れ
る
よ

う
信
仰
す
る
現
世
利
益
志
向
。
こ
れ
を
説
く
代
表
的
経
典
が
「
観
音
経
」
で
あ
る
。

清
少
納
言
は
仏
教
の
ど
の
相
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
関
連
章
段
の
中
で
も
法
華
八
講
に
つ
い
て
は
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
『
枕
草
子
』
研
究
の
中
で
法
華
八
講
を
取
り
上

げ
た
論
稿
は
多
い
。（   17
）　

法
華
八
講
と
い
う
の
は
、
鳩
摩
羅
什
が
漢
訳
し
た
「
妙

法
蓮
華
経
」（
以
下
、「
法
華
経
」
と
略
す
）
八
巻
二
八
品
を
四
日
間
朝
夕
各
一
座

ず
つ
、
合
計
八
座
に
分
け
て
講
義
す
る
法
会
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
基
本
は

四
日
間
八
座
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
こ
の
原
則
に
従
う
わ
け
で
は
な
く
、
十
座
や

三
十
座
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。（   18
）

で
は
、
法
華
八
講
は
何
を
目
的
と
し
た
法
会
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
は
、
園
山
千
里
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
追
善
供
養
に
加
え
、
長
寿
を
祝

う
算
賀
、
生
前
の
自
己
供
養
と
し
て
の
逆
修
、
現
世
安
穏
、
同
朋
同
志
の
結
び
つ

き
を
強
め
る
た
め
の
同
法
結
縁
、
さ
ら
に
十
世
紀
後
半
に
な
る
と
仏
と
の
縁
を
結

ぶ
結
縁
八
講
へ
と
展
開
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
た
法
華
八

講
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
結
縁
八
講
で
あ
っ
た
。（   19
）

以
下
、『
枕
草
子
』
の
中
か
ら
法
華
八
講
な
ど
仏
教
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出

し
て
、
清
少
納
言
が
仏
教
に
何
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
確
認
す
る
こ
と
と

し
よ
う
。
な
お
、
紙
数
の
関
係
上
、
論
旨
の
展
開
に
必
要
な
箇
所
の
み
を
提
示
す

る
。三

一
段
「
説
経
の
講
師
は
」
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「『
そ
こ
に
説
経
し
つ
。
八
講
し
け
り
』
な
ど
人
の
い
ひ
つ
た
ふ
る
に
、『
そ
の

人
は
あ
り
つ
や
』『
い
か
ゞ
は
』
な
ど
さ
だ
ま
り
て
言
は
れ
た
る
、
あ
ま
り
な
り
。

な
ど
か
は
、
む
げ
に
さ
し
の
ぞ
か
で
は
あ
ら
ん
、
あ
や
し
か
ら
む
女
だ
に
い
み
じ

う
聴
く
め
る
も
の
を
。
さ
れ
ば
と
て
、
は
じ
め
つ
か
た
は
、
か
ち
あ
り
き
す
る
人

は
な
か
り
き
。
た
ま
さ
か
に
は
壺
装
束
な
ど
し
て
、
な
ま
め
き
化
粧
じ
て
こ
そ
は

あ
め
り
し
か
。
そ
れ
に
物
詣
で
な
ど
を
ぞ
せ
し
。
説
経
な
ど
に
は
、
こ
と
に
お
ほ

く
聞
（
こ
）
え
ざ
り
き
。」

三
二
段
「
菩
提
と
い
ふ
寺
に
」

「
菩
提
と
い
ふ
寺
に
、結
縁
の
八
講
せ
し
に
、詣
で
た
る
に
、人
の
も
と
よ
り
『
と

く
帰
（
り
）
給
（
ひ
）
ね
、
い
と
そ
う
〴
〵
し
』
と
い
ひ
た
れ
ば
、
蓮
の
葉
の
裏

に
、も

と
め
て
も
か
ゝ
る
蓮
の
露
を
お
き
て
う
き
世
に
ま
た
は
か
へ
る
も
の
か
は　

と
書
き
て
や
り
つ
。
ま
こ
と
に
、
い
と
た
ふ
と
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
や
が
て
泊
り

ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
う
ち
う
が
家
の
人
の
も
ど
か
し
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
し
。」

三
三
段
「
小
白
河
と
い
ふ
所
は
」

「
小
白
河
と
い
ふ
所
は
、
小
一
条
（
の
）
大
将
殿
の
御
家
ぞ
か
し
。
そ
こ
に
て

上
達
部
、
結
縁
の
八
講
し
給
（
ふ
）。
世
（
の
）
中
の
人
、
い
み
じ
う
め
で
た
き

事
に
て
、『
お
そ
か
ら
ん
車
な
ど
は
、立
つ
べ
き
や
う
も
な
し
』
と
言
へ
ば
、露
と
ゝ

も
に
起
き
て
、
げ
に
ぞ
ひ
ま
な
か
り
け
る
。（
中
略
）
朝
座
の
講
師
清
範
、
高
座

の
上
も
光
満
ち
た
る
心
地
し
て
、
い
み
じ
う
ぞ
あ
る
や
。
暑
さ
の
わ
び
し
き
に
そ

へ
て
、
し
さ
し
た
る
事
の
、
今
日
す
ぐ
す
ま
じ
き
を
う
ち
お
き
て
、
た
ゞ
す
こ
し

聞
（
き
）
て
帰
り
な
ん
と
し
つ
る
に
、
し
き
な
み
に
つ
ど
ひ
た
る
車
な
れ
ば
、
出

（
づ
）
べ
き
方
も
な
し
。（
中
略
）
人
し
て
、『
五
千
人
の
う
ち
に
は
入
ら
せ
給
は

ぬ
や
う
も
あ
ら
じ
』
と
聞
え
か
け
て
帰
り
に
き
。
そ
の
は
じ
め
よ
り
、
や
が
て
は

つ
る
日
ま
で
立
て
た
る
車
の
あ
り
け
る
に
、人
寄
り
来
と
も
見
え
ず
、す
べ
て
た
ゞ

あ
さ
ま
し
う
、
絵
な
ど
の
や
う
に
て
過
（
ぐ
）
し
け
れ
ば
、
あ
り
が
た
く
、」

一
二
七
段
「
故
殿
の
御
た
め
に
」

「
故
殿
の
御
た
め
に
、月
ご
と
の
十
日
、経
仏
な
ど
供
養
せ
さ
せ
給
（
ひ
）
し
を
、

九
月
十
日
、
職
の
御
曹
司
に
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
上
達
部
・
殿
上
人
い
と
多
か
り
。

清
範
、
講
師
に
て
、
説
く
事
、
は
た
い
と
悲
し
け
れ
ば
、
こ
と
に
も
の
ゝ
あ
は
れ

深
か
る
ま
じ
き
若
き
人
々
、
み
な
泣
く
め
り
。」

二
四
九
段
「
い
み
じ
う
し
た
て
ゝ
婿
に
取
り
た
る
に
」

「
六
月
に
人
の
八
講
し
給
（
ふ
）
所
に
、
人
々
集
り
て
聞
き
し
に
、」

以
上
、
三
巻
本
枕
草
子
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
法
会
の
場
面
を
抜
き
出
し
て
提
示
し

た
。
一
二
七
段
を
除
く
四
つ
の
場
面
は
い
ず
れ
も
法
華
八
講
で
あ
る
。
一
二
七
段

は
定
子
の
父
藤
原
道
隆
の
命
日
に
行
わ
れ
た
追
善
供
養
で
あ
る
。
道
隆
は
長
徳
元

年
（
九
九
五
）
四
月
十
日
に
他
界
し
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
同
じ
年
の
九
月
十

日
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
講
師
と
し
て
法
相
宗
の
清
範
（   20
）が
招
か
れ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
話
を
し
、
何
の
経
を
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。「
は
た
い
と
悲
し
け

れ
ば
、
こ
と
に
も
の
ゝ
あ
は
れ
深
か
る
ま
じ
き
若
き
人
々
、
み
な
泣
く
め
り
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
人
の
世
の
は
か
な
さ
や
、
死
ぬ
こ
と
の
意
味
な
ど

を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
の
法
会
は
法
華
八
講
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
「
法
華
経
」
の
講
釈
が
行
わ

れ
た
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
女
性
の
参
列
者
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
三
一
段
に
見
え
る
「
あ
や
し
か
ら
む
女
」
と
は
市
井
の
女
性
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
宮
中
に
務
め
る
身
分
低
い
女
房
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
三
三
段
に
は
、

初
日
か
ら
最
終
日
ま
で
通
い
続
け
た
女
性
の
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

女
性
を
目
撃
し
て
い
た
清
少
納
言
も
当
然
毎
日
通
い
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

清
少
納
言
の
熱
心
さ
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
え
て
い
る
。
三
二
段
「
い
と
た

ふ
と
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
や
が
て
泊
り
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
か
、
三
三
段
「
露

と
ゝ
も
に
起
き
て
、げ
に
ぞ
ひ
ま
な
か
り
け
る
」
あ
る
い
は
「
し
さ
し
た
る
事
の
、

今
日
す
ぐ
さ
ま
す
ま
じ
き
を
う
ち
お
き
て
」
と
い
っ
た
表
現
を
見
れ
ば
、
ど
れ
ほ

ど
法
華
八
講
に
心
魅
か
れ
て
い
た
の
か
が
理
解
で
き
よ
う
。
他
の
女
性
た
ち
も
同

じ
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
法
華
経
」
の
ど
の
よ
う
な
教
え

に
興
味
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
女
人
成
仏
を
説
く
「
提
婆
達
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多
品
第
十
二
」、
あ
る
い
は
観
音
菩
薩
の
功
徳
を
説
く
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第

二
十
五
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
提
婆
達
多
品
」
で
は
、
大
悪
人
提
婆
達
多
が
成
仏
で
き
た
の
に
続
き
、
竜
王

の
娘
竜
女
の
成
仏
を
説
く
。
そ
の
箇
所
を
提
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
そ
の
時
、
舎
利
弗
は
、
竜
女
に
語
り
て
言
わ
く
『
汝
は
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、

無
上
道
を
得
た
り
と
謂
え
る
も
、
こ
の
事
は
信
じ
難
し
。
所
以
は
い
か
ん
。
女
身

は
垢
穢
に
し
て
、
こ
れ
法
器
に
非
ず
。
云
何
ん
ぞ
能
く
、
無
上
菩
提
を
得
ん
。』

（   21
）（
中
略
）」

鎌
田
茂
雄
は
こ
の
一
文
を
、「
そ
こ
で
舎
利
弗
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。

女
と
い
う
も
の
は
、
穢
れ
て
い
る
か
ら
仏
に
成
れ
な
い
者
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
昔

に
は
、
女
は
男
よ
り
劣
っ
て
お
り
、
穢
れ
た
も
の
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た
。
舎
利

弗
は
そ
の
常
識
を
言
っ
た
だ
け
で
あ
る
。（   22
）」と
解
説
し
て
い
る
。「
提
婆
達
多
品
」

の
続
き
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
当
時
の
衆
会
は
、
皆
、
竜
女
の
、
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
、
菩
薩

の
行
を
具
し
て
、
す
な
わ
ち
、
南
方
の
無
垢
世
界
に
往
き
、
宝
蓮
華
に
坐
し
て
、

等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
・
八
十
種
女
子
あ
り
て
、
普
く
十
方
の
一
切
衆
生
の

た
め
に
、
妙
法
を
演
説
す
る
を
見
た
り
。
そ
の
時
、
娑
婆
世
界
の
菩
薩
と
声
聞
と

天
・
竜
の
八
部
と
人
と
非
人
と
は
、
皆
、
遥
か
に
彼
の
竜
女
の
、
成
仏
し
て
普
く

時
の
会
の
人
・
天
の
た
め
に
法
を
説
く
を
見
、
心
、
大
い
に
歓
喜
し
て
悉
く
遥
か

に
敬
礼
せ
り
」（   23
）

こ
の
箇
所
も
鎌
田
茂
雄
の
解
説
を
示
す
と
、「
大
ぜ
い
の
人
々
は
竜
女
の
言
葉

を
聞
い
て
目
を
こ
ら
し
た
。す
べ
て
の
人
々
の
目
は
竜
女
の
す
が
た
に
凝
集
し
た
。

竜
女
の
す
が
た
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
男
子
に
変
わ
っ
た
。
女
の
す
が
た
が
男
の

す
が
た
に
な
っ
た
。
男
の
す
が
た
に
な
っ
た
竜
女
は
、
菩
薩
と
な
っ
て
南
方
の
無

垢
世
界
に
行
き
、
美
し
い
蓮
華
の
上
に
坐
り
、
仏
と
同
じ
悟
り
を
得
て
、
仏
の
特

相
を
そ
な
え
、
一
切
の
人
々
の
た
め
に
す
ぐ
れ
た
教
え
を
演
説
し
た
。（   24
）」
と
な

る
。今

確
認
し
た
通
り
、「
法
華
経
」
で
は
女
人
成
仏
を
説
い
て
は
い
る
の
だ
が
、

女
性
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
度
男
性
に
生
ま
れ
変
わ
っ

て
後
に
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
教
え
て
い
る
。
こ
の
変
成
男
子
の
教
え

を
、
講
師
の
清
範
は
ど
の
よ
う
に
解
説
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
解

説
を
清
少
納
言
た
ち
女
性
は
素
直
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
七
段
に
は
「
経
は
、法
花
経
さ
ら
な
り
。
普
賢
十
願
。
千
手
経
。
随
求
経
。

金
剛
般
若
。
薬
師
経
。
仁
王
経
の
下
巻
。」
と
あ
り
、
清
少
納
言
は
か
な
り
仏
教

経
典
を
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
〇
一
段
に
は
「
大
般
若
の
読
経
ひ
と
り
し

て
は
じ
め
た
る
」
と
あ
り
、
解
脱
の
た
め
の
「
空
」
の
教
え
を
説
く
般
若
経
典
を

集
大
成
し
た
「
大
般
若
経
」
全
六
百
巻
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
清
少
納
言
の
仏
教
へ
の
関
心
は
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
。
た
び
た
び
法
華
八
講
に
参
加
し
て
い
た
の
も
、
社
交
の
場
と
し

て
捉
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
本
気
で
「
法
華
経
」
を
学
び
た
い
と
す
る
彼
女

の
意
志
の
表
れ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
証
拠
に
三
三
段
で
は
、
権
中

納
言
藤
原
義
懐
か
ら
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
時
、
清
少
納
言
は
方
便
品
の
内
容
を
踏

ま
え
た
返
事
を
当
意
即
妙
に
返
し
て
い
る
。
一
八
三
段
で
は
、
女
性
の
家
か
ら
帰

る
男
の
諳
ん
じ
た
経
典
を
、「
法
華
経
」
第
六
巻
と
言
い
当
て
て
い
る
。
い
ず
れ

も
清
少
納
言
が
「
法
華
経
」
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ

う
。ど

う
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
清
少
納
言
は
仏
教
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
群
を
抜
く
記
憶
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

由
の
ひ
と
つ
で
は
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
身
近
に
仏
教
関
係
者
の
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
永
井
義
憲
に
よ
れ
ば
、
清
少
納
言
の
親
族
に
戒
秀
と
い
う
名

の
僧
侶
が
い
て
、
そ
の
者
の
影
響
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。（   25
）　

ま
た
後

藤
祥
子
は
、
実
父
清
原
元
輔
、
そ
し
て
定
子
の
父
藤
原
道
隆
と
母
高
階
貴
子
が
帰

依
し
た
宗
教
者
に
愛
宕
聖
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
が
い
た（   26
）の
だ
と
し
て
い
る
。

と
に
か
く
、
清
少
納
言
は
平
安
時
代
に
生
き
た
ひ
と
り
の
女
性
と
し
て
仏
教
、

と
り
わ
け
「
法
華
経
」
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
女
人
成
仏
を
説
く
「
提
婆

達
多
品
」
に
つ
い
て
は
先
に
示
し
た
の
で
、
次
は
観
音
信
仰
に
つ
い
て
説
く
「
観
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世
音
菩
薩
普
門
品
」
を
見
て
お
き
た
い
。

三
　
観
音
信
仰
と
清
少
納
言

観
音
信
仰
（   27
）と
い
う
の
は
、
観
音
菩
薩
に
帰
依
し
て
種
々
の
祈
願
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。「
無
量
寿
経
」
あ
る
い
は
「
観
無
量
寿
経
」
で
は
極
楽
往
生
を
援
け

る
観
音
菩
薩
の
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。（   28
）　

法
華
八
講
で
講
説
さ
れ
る
「
観
世

音
菩
薩
普
門
品
」（「
観
音
経
」）
で
は
、
現
世
利
益
を
叶
え
て
く
れ
る
仏
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
現
世
肯
定
派
の
清
少
納
言
は
、お
そ
ら
く「
観

音
経
」
を
通
じ
て
観
音
信
仰
を
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
観
音
経
」
に
説
か
れ
て
い
る
観
音
菩
薩
は
、
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
様
々
な

姿
に
応
現
し
、
救
済
し
て
く
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
六
観
音
・
七
観
音
・
十
五
観

音
・
二
十
五
観
音
・
三
十
三
観
音
な
ど
の
信
仰
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
六

観
音
と
い
う
の
は
、
六
道
世
界
で
苦
し
ん
で
い
る
衆
生
を
救
う
六
道
抜
苦
の
信
仰

か
ら
生
ま
れ
た
観
音
で
あ
る
。
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
に
そ
れ
ぞ

れ
、
台
密
（
天
台
系
）
で
は
千
手
観
音
・
聖
観
音
・
馬
頭
観
音
・
十
一
面
観
音
・

不
空
羂
索
観
音
・
如
意
輪
観
音
を
充
て
、
東
密
（
真
言
系
）
で
は
不
空
羂
索
観
音

に
代
え
て
准
胝
観
音
を
加
え
る
。
七
観
音
と
い
う
の
は
、
台
密
と
東
密
の
六
観
音

を
合
わ
せ
た
観
音
の
こ
と
に
な
る
。

わ
が
国
に
観
音
信
仰
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
飛
鳥
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

「
観
音
経
」
の
初
見
は
『
日
本
書
紀
』
朱
雀
元
年
（
六
八
六
）
の
条
で
、
天
武
天

皇
の
病
気
に
際
し
、
平
癒
祈
願
の
た
め
「
観
音
経
」
が
諸
寺
院
で
講
説
さ
れ
て
い

る
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
病
気
平
癒
祈
願
と
い
っ
た
個
人
的
現
世
利
益
信
仰
に

加
え
、
鎮
護
国
家
と
い
っ
た
国
家
的
祈
願
に
際
し
て
「
観
音
経
」
が
読
誦
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
清
少
納
言
が
生
き
た
平
安
時
代
に
入
る
と
、
末
法
思
想
の
広
が
り

と
と
も
に
極
楽
往
生
を
願
う
気
運
が
高
ま
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
願
い

に
応
え
た
の
が
阿
弥
陀
如
来
を
救
い
主
と
す
る
浄
土
教
で
あ
る
。
浄
土
教
発
展
の

中
で
、
観
音
菩
薩
は
阿
弥
陀
如
来
の
脇
侍
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
々

を
あ
の
世
へ
と
導
い
て
く
れ
る
仏
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

信
仰
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
の
が
六
観
音
信
仰
で
あ
っ
た
り
、
東
京
都
世
田
谷
区

奥
沢
の
九
品
仏
浄
真
寺
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
来
迎
会
（
通
称
「
お
面
被
り
」）
な

ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
音
信
仰
は
現
世
利
益
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
こ
に
往
生
信

仰
が
加
え
ら
れ
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
現
当
二
世
の
救
済
者
と
し
て
、
庶
民

層
も
含
め
た
多
く
の
国
民
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
、「
観
音
経
」
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
必
要
な
箇
所
の
み
提
示
す
る
。

Ａ
： 

若
し
百
千
万
億
の
衆
生
あ
り
て
、
金
・
銀
・
瑠
璃
・
硨
磲
・
瑪
瑙
・
珊
瑚
・

琥
珀
・
真
珠
等
の
宝
を
求
め
ん
が
た
め
に
大
海
に
入
ら
ん
に
、
仮
使
、
黒

風
そ
の
船
舫
を
吹
き
て
、
羅
刹
鬼
の
国
に
飄
わ
し
堕
し
め
ん
に
、
そ
の
中

に
若
し
乃
至
一
人
あ
り
て
、
観
世
音
菩
薩
の
名
を
称
え
ば
、
こ
の
諸
の
人

等
は
皆
、
羅
刹
の
難
を
解
脱
る
る
こ
と
を
得
ん
。（   29
）

Ｂ
： 

若
し
女
人
あ
り
て
、
設
し
男
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、
観
世
音
菩
薩
を
礼
拝

し
供
養
せ
ば
、
便
ち
福
徳
・
智
慧
の
男
を
生
ま
ん
。
設
し
女
を
求
め
ん
と

欲
せ
ば
、
便
ち
端
正
有
相
の
女
の
、
宿
、
徳
本
を
殖
え
し
を
も
て
衆
人
に

愛
敬
せ
ら
る
る
を
生
ま
ん
。（   30
）

Ａ
の
部
分
は
、
金
銀
財
宝
を
求
め
て
船
に
乗
り
込
ん
だ
人
々
が
嵐
に
遭
遇
し
た

時
、
た
と
え
一
人
で
あ
っ
て
も
観
音
菩
薩
の
名
前
を
呼
べ
ば
、
す
べ
て
の
人
々
が

救
わ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
世
俗
の
欲
で
あ
る
金
銀
財
宝
を
求
め
る
心
を
、
解
脱

志
向
の
仏
教
は
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
鎌
田
茂
雄
は
「『
観
音
経
』
は
現
世

利
益
を
説
い
た
通
俗
的
な
お
経
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
『
浅
き
は
深
き
な

り
』
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
宇
宙
の
生
命
の
用
き
を
見
事
に
解
き
明
か
し
た
お
経

は
な
い
」（   31
）と
弁
明
し
、
金
銀
財
宝
は
仏
道
修
行
に
お
け
る
七
聖
財
（   32
）の
こ
と

と
し
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
鎌
田
と
同
じ
く
仏
教
学
者
で
あ
る
奈
良
康
明
は「
わ

た
し
た
ち
が
現
世
利
益
を
願
う
心
情
は
あ
っ
て
普
通
な
の
で
す
。（   33
）」
と
、
経
文

の
内
容
を
そ
の
ま
ま
現
世
利
益
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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平
安
時
代
の
法
華
八
講
に
お
い
て
、
清
範
た
ち
講
師
は
こ
の
部
分
を
ど
の
よ
う

に
講
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
田
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
現
世
利
益
を
否
定
す

る
立
場
か
ら
説
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
奈
良
の
よ
う
に
金
銀
財
宝
を
求
め
る
欲
を

肯
定
す
る
立
場
か
ら
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｂ
の
部
分
も
現
世
利
益
を
説
い
て
い
る
。
男
児
が
欲
し
い
と
望
む
者
に
は
「
福

徳
・
智
慧
」
の
あ
る
男
児
を
、
女
児
が
欲
し
い
と
望
む
者
に
は
「
端
正
有
相
」
の

女
児
を
授
け
て
く
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
観
音
菩
薩
は
「
子
授
け
・

安
産
・
子
育
て
」
を
見
守
っ
て
く
れ
る
子
安
観
音
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
女
性
た
ち

は
観
音
講
を
組
織
し
て
観
音
菩
薩
を
信
仰
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
『
枕
草
子
』
の
中
に
描
か
れ
た
観
音
信
仰
を
抜
き
出
し

て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
清
少
納
言
は
、
ど
の
よ
う
に
観
音
信
仰
を
受
け
取

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
六
段
「
寺
は
」

「
寺
は
壺
坂
。
笠
置
。
法
輪
。
石
山
。
粉
河
。
志
賀
。」

と
て
も
す
ば
ら
し
く
思
わ
れ
る
寺
院
と
し
て
六
つ
の
寺
院
名
が
挙
が
っ
て
い

る
。
ま
ず
最
初
に
名
前
の
あ
る
壺
坂
寺
は
、
奈
良
県
高
市
郡
高
取
町
に
あ
る
真
言

宗
豊
山
派
寺
院
。
千
手
観
音
を
本
尊
と
し
て
祀
る
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
第
六

番
札
所
。
次
い
で
笠
置
寺
は
京
都
府
相
楽
郡
笠
置
町
に
あ
る
真
言
宗
智
山
派
寺
院

で
、
未
来
仏
で
あ
る
弥
勒
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
い
る
。
平
安
時
代
か
ら
弥
勒
霊
場

と
し
て
有
名
。
三
番
目
の
法
輪
寺
は
、
同
名
の
寺
院
が
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
と

京
都
市
西
京
区
嵐
山
に
あ
る
。
斑
鳩
町
の
法
輪
寺
は
薬
師
如
来
を
本
尊
と
す
る
。

元
々
聖
徳
太
子
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
て
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

講
堂
に
は
平
安
時
代
の
十
一
面
観
音
菩
薩
を
祀
っ
て
い
る
。
古
く
は
真
言
宗
寺
院

で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
聖
徳
宗
に
属
し
て
い
る
。
も
う
一
方
の
嵐
山
に
あ
る
法
輪

寺
は
真
言
宗
御
室
派
寺
院
で
、
虚
空
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
。
石
山
寺
は
滋
賀
県

大
津
市
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
寺
院
で
、
如
意
輪
観
音
を
本
尊
と
し
て
祀
っ
て
い

る
。
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ
っ
て
、
東
大
寺
の
良
弁
が
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
粉
河
寺
は
和
歌
山
県
紀
の
川
市
に
あ
る
粉
河
観
音
宗
本
山
寺
院
。
元
々
は
天

台
宗
に
属
し
て
い
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
独
立
し
て
粉
河
観
音
宗
を
名
乗

る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
尊
は
千
手
観
音
で
あ
る
。
最
後
に
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る

「
志
賀
」
と
あ
る
の
は
、
天
智
天
皇
に
よ
っ
て
現
在
の
大
津
市
に
創
建
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
崇
福
寺
（
廃
寺
）
で
、
本
尊
は
弥
勒
菩
薩
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
う
し
た
寺
院
全
て
を
清
少
納
言
が
参
拝
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。

一
九
八
段
「
仏
は
」

「
仏
は
如
意
輪
。
千
手
。
す
べ
て
六
観
音
。
薬
師
仏
。
釈
迦
仏
。
弥
勒
。
地
蔵
。

文
珠
。
不
動
尊
。
普
賢
。」

と
て
も
有
り
難
く
思
わ
れ
る
仏
菩
薩
と
し
て
、
如
意
輪
観
音
と
千
手
観
音
の
名

前
を
ま
ず
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
す
べ
て
六
観
音
」
と
あ
り
、
先
の
ふ
た
つ

の
観
音
を
含
め
て
六
観
音
の
す
べ
て
が
有
り
難
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
不
空

羂
索
観
音
と
准
胝
観
音
の
ど
ち
ら
を
含
む
六
観
音
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の

で
、
台
密
系
の
六
観
音
を
指
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
東
密
系
の
六
観
音
を
指

し
て
い
る
の
か
は
不
明
。
こ
の
後
に
ふ
た
つ
の
如
来
名
と
四
つ
の
菩
薩
名
、
そ
し

て
ひ
と
つ
の
明
王
名
が
続
い
て
い
る
。

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
仏
菩
薩
名
と
、
一
九
六
段
に
示
さ
れ
た
寺
院
で
祀
ら
れ
て

い
る
仏
菩
薩
名
と
を
対
比
さ
せ
る
と
、
如
意
輪
観
音
を
祀
る
の
が
石
山
寺
、
千
手

観
音
を
祀
る
の
が
壺
坂
寺
と
粉
河
寺
、十
一
面
観
音
を
祀
る
の
が
斑
鳩
町
法
輪
寺
、

薬
師
如
来
を
祀
る
の
が
斑
鳩
町
法
輪
寺
、
弥
勒
菩
薩
を
祀
る
の
が
笠
置
寺
と
現
廃

寺
の
崇
福
寺
と
な
っ
て
お
り
、「
寺
は
」
と
「
仏
は
」
と
が
見
事
に
対
応
関
係
を

示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
寺
は
」で
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
寺
院
は
、

そ
の
景
観
や
歴
史
・
縁
起
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
祀
ら
れ
て
い
る
仏

菩
薩
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
法
輪
寺
は

虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
る
嵐
山
で
は
な
く
、
薬
師
如
来
と
十
一
面
観
音
を
祀
る
斑
鳩
町

の
方
で
あ
ろ
う
。

以
上
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
清
少
納
言
が
仏
教
の
中
で
も
特
に
観
音
信
仰
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
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う
に
、
清
少
納
言
が
参
詣
・
参
籠
し
た
場
面
の
多
く
が
十
一
面
観
音
を
本
尊
と
す

る
清
水
寺
と
初
瀬
（
長
谷
）
寺
で
あ
っ
た
。
一
九
六
段
に
両
寺
院
の
名
が
見
え
な

い
の
は
、
他
の
段
に
お
い
て
再
三
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
九
場
面
あ

る
中
で
三
二
段
の
菩
提
寺
と
二
一
二
段
の
太
秦
寺（
広
隆
寺
）を
除
く
七
場
面（
初

瀬
寺
四
場
面
、
清
水
寺
三
場
面
）
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

三
六
段
「
池
は
」

「
初
瀬
に
詣
で
し
に
、
水
鳥
の
ひ
ま
な
く
ゐ
て
立
ち
さ
わ
ぎ
し
が
、
い
と
を
か

し
う
見
え
し
な
り
。」

一
〇
七
段
「
卯
月
の
つ
ご
も
り
が
た
に
」

「
卯
月
の
つ
ご
も
り
が
た
に
、
初
瀬
に
詣
で
（
て
）、
淀
の
渡
り
と
い
ふ
も
の
を

せ
し
か
ば
、」

一
一
三
段
「
正
月
に
寺
に
こ
も
り
た
る
は
」

「
正
月
に
寺
に
こ
も
り
た
る
は
、
い
み
じ
く
寒
く
、
雪
が
ち
に
氷
り
た
る
こ
そ

を
か
し
け
れ
。
雨
う
ち
降
り
ぬ
る
け
し
き
な
る
は
、
い
と
わ
ろ
し
。
清
水
な
ど
に

詣
で
ゝ
局
す
る
ほ
ど
、
呉
橋
の
も
と
に
車
ひ
き
よ
せ
て
立
て
た
る
に
（
中
略
）
鐘

の
声
響
き
ま
さ
り
て
、
い
づ
こ
の
な
ら
ん
と
（
思
ふ
ほ
ど
に
、
や
ん
ご
と
な
き
所

の
名
う
ち
い
ひ
て
、『
御
産
た
ひ
ら
か
に
』
な
ど
、
験
々
し
げ
に
申
し
た
る
な
ど
、

す
ず
ろ
に
い
か
な
ら
ん
な
ど
）
お
ぼ
つ
か
な
く
念
ぜ
ら
る
か
し
（
中
略
）
七
つ
八

つ
ば
か
り
な
る
男
児
の
、
声
愛
敬
づ
き
、
お
ご
り
た
る
声
に
て
、
侍
の
男
ど
も
の

呼
び
つ
き
、
物
な
ど
言
ひ
た
る
、
い
と
を
か
し
。
ま
た
三
つ
ば
か
り
な
る
乳
児
の

寝
お
び
れ
て
、
う
ち
し
は
ぶ
き
た
る
も
い
と
う
つ
く
し
。
乳
母
の
名
、
母
な
ど
、

う
ち
言
ひ
出
（
で
）
た
る
も
誰
な
ら
ん
と
知
ら
ま
ほ
し
（
中
略
）
二
月
晦
日
、
三

月
つ
い
た
ち
、
花
ざ
か
り
に
籠
り
た
る
も
を
か
し
。
清
げ
な
る
若
き
男
ど
も
の
、

主
と
見
ゆ
る
二
三
人
、
桜
の
襖
、
柳
な
ど
い
と
を
か
し
う
て
」

二
一
三
段
「
九
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
」

「
九
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
、
初
瀬
に
詣
で
ゝ
、
い
と
は
か
な
き
家
に
泊
り

た
り
し
に
、
い
と
苦
し
く
て
、
た
ゞ
寝
に
寝
入
り
ぬ
。」

二
一
四
段
「
清
水
な
ど
に
ま
ゐ
り
て
」

「（
清
水
な
ど
に
ま
ゐ
り
）
て
坂
も
と
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
柴
た
く
香
の
、
い
み
じ

う
あ
は
れ
な
る
こ
と
、
を
か
し
け
れ
。」

二
二
六
段
「
清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
」

「
清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
、
賜
は
せ
た
り
し
唐
の
絵
の

赤
み
た
る
に
草
に
て
、」

一
本
二
七
段
「
初
瀬
に
詣
で
て
」（
参
考
）

「
初
瀬
に
詣
で
ゝ
、
局
に
居
た
り
し
に
、
あ
や
し
き
下
臈
ど
も
の
、
う
し
ろ
を

う
ち
ま
か
せ
つ
ゝ
、
居
並
み
た
り
し
こ
そ
ね
た
か
り
し
か
。
い
み
じ
き
心
起
こ
し

て
ま
ゐ
り
し
に
、
川
の
音
な
ど
の
恐
ろ
し
う
」

こ
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
一
年
を
通
じ
て
、
た
び
た
び
初
瀬
寺
や
清
水
寺
に

参
詣
・
参
籠
し
て
い
る
。
一
一
三
段
に
「
御
産
た
ひ
ら
か
に
」
と
あ
り
、
目
的
の

ひ
と
つ
は
安
産
祈
願
で
あ
っ
た
。
子
安
信
仰
の
民
俗
と
し
て
重
要
で
あ
る
。「
や

ん
ご
と
な
き
所
の
名
」
と
あ
る
か
ら
、
清
少
納
言
自
身
の
安
産
祈
願
で
は
な
い
。

永
井
義
憲
は
一
条
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
居
貞
親
王
（
後
の
三
条
天
皇
）
の
皇

子
敦
明
親
王
（
正
暦
五
年
五
月
九
日
誕
生
）
の
安
産
祈
願
で
あ
っ
た
の
で
は
と
推

定
し
て
い
る
。（   34
）　

も
し
か
し
た
ら
、
長
徳
二
年
十
二
月
十
六
日
に
誕
生
し
た
中

宮
定
子
の
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
の
無
事
を
祈
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
、
七
、
八
歳
の
男
児
や
三
歳
ほ
ど
の
乳
児
を
連
れ
た
人
た
ち
（
母
や
乳

母
）
は
、
子
育
て
祈
願
に
参
籠
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
い
み
じ
き
心
起
こ
し

て
ま
ゐ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
単
な
る
物
見
遊
山
の
参
詣
・
参
籠
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

古
典
文
学
の
中
か
ら
『
枕
草
子
』
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
中
に
描
か
れ
た
仏
教

関
係
の
場
面
を
抜
き
出
し
、
こ
れ
に
考
察
を
加
え
て
き
た
。

清
少
納
言
は
仏
教
の
何
に
心
魅
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。清
少
納
言
が「
大

般
若
経
」
を
始
め
と
す
る
多
く
の
仏
教
経
典
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
一
〇
一
段
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お
よ
び
一
九
七
段
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
数
あ
る
経
典
の
中
か
ら「
法
華
経
」

の
名
を
一
番
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
や
法
華
八
講
に
足
繁
く
参
列
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
女
性
と
深
く
関
わ
り
の
あ
る
「
法
華
経
」
の
第
十
二
品
「
提
婆
達
多
品
」
と

第
二
十
五
品
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
み
た
。

「
提
婆
達
多
品
」
に
は
女
人
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
。
女
性
も
悟
り
を
得
て
仏

の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
こ
の
解
脱
志
向
こ
そ

が
仏
教
の
究
極
的
目
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、『
枕
草
子
』
の
中
に
解
脱
の

具
体
的
教
え
で
あ
る
「
空
」
に
ま
つ
わ
る
話
や
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
話
は
一
切

描
か
れ
て
い
な
い
。

解
脱
す
る
た
め
に
は
人
間
の
心
を
束
縛
し
て
い
る
世
俗
的
欲
か
ら
解
放
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
清
少
納
言
が
求
め
て
い
た
も
の
は
そ
の
逆
で
あ
る
。

一
八
〇
段
「
位
こ
そ
、
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

清
少
納
言
に
と
っ
て
家
柄
・
身
分
・
地
位
な
ど
こ
そ
が
、
人
間
の
良
し
悪
し
を
計

る
尺
度
と
な
っ
て
い
る
し
、
人
間
の
幸
福
を
左
右
す
る
条
件
と
考
え
て
い
る
。
二

三
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
中
に
「
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
」、
二
二
段
「
生

ひ
先
な
く
」
の
中
に
「
生
ひ
先
な
く
、
ま
め
や
か
に
え
せ
ざ
い
は
ひ
な
ど
見
て
ゐ

た
ら
ん
人
は
、
い
ぶ
せ
く
、
あ
な
づ
ら
は
し
く
思
ひ
や
ら
れ
て
」、
二
三
〇
段
「
身

を
か
へ
て
」
の
中
に
「
身
を
か
へ
て
天
人
な
ど
は
か
う
や
あ
ら
ん
と
見
ゆ
る
も
の

は
、た
ゞ
の
女
房
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
、御
乳
母
に
な
り
た
る
。（
中
略
）
雑
色
の
、

蔵
人
に
な
（
り
）
た
る
、
め
で
た
し
。
去
年
の
霜
月
の
、
臨
時
の
祭
に
御
琴
持
た

り
し
は
、
人
と
も
見
え
ざ
り
し
に
」
な
ど
は
、
家
柄
・
身
分
・
地
位
こ
そ
す
べ
て

で
あ
る
と
す
る
清
少
納
言
の
価
値
観
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
解

脱
志
向
の
仏
教
は
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
場
合
、
父
清
原
元
輔

が
学
者
と
し
て
の
高
い
才
能
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
家
柄
故
に
従
五
位
肥
後
守
の

地
位
に
し
か
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
人
一
倍
家
柄
な
ど
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
世
俗
的
欲
を
叶
え
て
く
れ
る
仏
こ
そ
観
音
菩
薩
で
あ
っ
た
。
法
華
八

講
に
お
い
て
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
が
講
釈
さ
れ
た
時
、
現
世
利
益
の
有
り
難

い
仏
と
し
て
観
音
菩
薩
の
信
仰
が
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
清
少

納
言
は
一
九
八
段
「
仏
は
」
に
お
い
て
観
音
菩
薩
の
名
を
第
一
に
挙
げ
た
の
で
あ

り
、
観
音
菩
薩
を
祀
る
初
瀬
寺
や
清
水
寺
へ
参
詣
・
参
籠
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ

る
。『

枕
草
子
』
に
見
え
る
仏
教
の
相
は
現
世
利
益
で
あ
り
、
解
脱
志
向
の
相
に
つ

い
て
は
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
相
で
あ
る
往
生
志
向
に
つ
い
て

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
永
井
義
憲
が
『
枕
草
子
』
に
は
往
生
志
向
の
核
と
な
る
阿

弥
陀
仏
の
名
前
が
登
場
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（   35
）　

確
か
に
、
一
三
段

「
峰
は
」
の
中
に
「
阿
弥
陀
の
峰
」
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
極
楽
浄
土
の
教
主
と

し
て
の
阿
弥
陀
如
来
は
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
葬
送
儀
礼

（   36
）や
墓
参
り
そ
し
て
あ
の
世
（
来
世
）
な
ど
に
つ
い
て
も
、
一
二
七
段
「
故
殿

の
御
た
め
に
」
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
代
を
描
い
た

『
栄
花
物
語
』（   37
）に
は
、
村
上
天
皇
妃
安
子
か
ら
始
ま
り
、
村
上
天
皇
・
定
子
の

父
藤
原
道
隆
・
定
子
の
叔
父
道
兼
・
定
子
の
母
高
階
貴
子
・
定
子
本
人
・
一
条
院

と
、
そ
の
臨
終
・
葬
送
・
法
要
の
場
面
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的

で
あ
る
。

清
少
納
言
が
阿
弥
陀
如
来
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
理
由
を
、
永
井
は
彼
女
が

時
代
的
に
浄
土
思
想
に
十
分
接
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
は

た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
七
六
段
「
御
仏
名
の
ま
た
の
日
」
で
は
、
地
獄
変
相

図
を
無
理
強
い
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、
九
五
段
「
御
か
た
〴
〵
」
で
は
、

極
楽
浄
土
の
九
品
に
つ
い
て
定
子
に
即
答
し
た
り
、
一
六
一
段
「
遠
く
て
近
き
も

の
」
で
は
、第
一
番
目
に
極
楽
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
六
三
段
「
草
は
」
で
は
、

「
蓮
は
、
よ
ろ
づ
の
草
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
、
妙
法
蓮
花
の
た
と
ひ
に
も
、

花
は
仏
に
た
て
ま
つ
り
、
実
は
数
珠
に
つ
ら
ぬ
き
、
念
仏
し
て
、
往
生
極
楽
の
縁

と
す
れ
ば
よ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
清
少
納
言
も
か
な
り
浄
土

思
想
に
つ
い
て
は
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、『
枕
草
子
』

に
阿
弥
陀
如
来
の
名
前
が
登
場
し
な
い
の
は
、
清
少
納
言
が
極
楽
往
生
に
関
心
を

有
し
て
は
い
た
も
の
の
、
本
気
で
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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九
五
段
で
「
九
品
蓮
台
の
間
に
は
、
下
品
と
い
ふ
と
も
」（
極
楽
往
生
で
き
る
の

で
あ
れ
ば
、
下
品
で
も
構
わ
な
い
）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
喩
え
で

あ
る
。「
観
無
量
寿
経
」
に
よ
る
と
下
品
下
生
に
往
生
す
る
の
は
「
生
け
る
者
ど

も
の
中
で
、
不
善
な
行
為
で
あ
る
五
逆
罪
と
十
種
の
悪
行
を
犯
し
、（
そ
の
他
）

さ
ま
ざ
ま
な
不
善
を
行
な
い
、
こ
の
よ
う
な
悪
し
き
行
為
の
結
果
、
悪
し
き
道
に

堕
ち
、長
い
間
く
り
返
し
く
り
返
し
苦
悩
を
受
け
て
止
む
こ
と
の
な
い
愚
か
な
者
」

（   38
）と
あ
る
の
だ
か
ら
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
清
少
納
言
が
そ
れ
を
信
じ
る
は
ず
も

な
い
。

清
少
納
言
が
仏
教
に
求
め
た
の
は
現
世
利
益
で
あ
り
、
現
代
日
本
人
と
変
わ
ら

な
い
。
筆
者
の
民
俗
調
査
の
経
験
か
ら
判
断
し
て
、
仏
道
修
行
者
な
ど
の
一
部
を

除
き
、
悟
り
を
得
て
覚
者
（
仏
）
の
境
地
に
到
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
日
本
人

な
ど
ひ
と
り
も
い
な
い
。
毎
日
朝
晩
欠
か
さ
ず
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
唱

え
る
老
人
は
多
い
が
、
死
後
に
自
分
の
魂
が
十
万
億
土
彼
方
の
西
方
極
楽
浄
土
へ

旅
立
つ
と
、
本
気
で
信
じ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
民
俗
学
で
は
言
い
古

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
極
楽
往
生
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
墓
な
ど

造
る
必
要
も
な
い
し
、
年
忌
供
養
を
営
む
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
三
八
段
「
花

の
木
な
ら
ぬ
は
」
に
死
者
の
魂
が
大
晦
日
に
こ
の
世
へ
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
で
も
お
盆
に
な
る
と
墓
や
山
や
海
か
ら
先
祖
の
魂
を
迎

え
て
い
る
。
だ
が
、
極
楽
浄
土
か
ら
先
祖
が
帰
っ
て
来
る
と
信
じ
て
い
る
人
は
い

な
い
。

註
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
入
手
し
た
論
稿
に
関
し
て
は
、
そ
の
末
尾
に
（
電
子
版
）
と
明

記
し
た
。

（
１
）
高
見
寛
孝
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
視
座
か
ら
『
遠
野
物
語
』
を
読
む
」『
二
松
學
舍
大

学
人
文
論
叢
』
九
九　

二
〇
一
七
年

（
２
）折
口
信
夫
に
よ
る
古
典
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
は
、代
表
作「
口
訳
万
葉
集
」（
全
集
四
巻
・

五
巻
）
を
始
め
と
し
て
、
非
常
に
数
が
多
い
。「
枕
草
紙
解
説
」（
全
集
十
巻
）
な
ど
、
そ

の
全
容
に
つ
い
て
は
中
央
公
論
社
刊
『
折
口
信
夫
全
集
』
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
３
）
桜
井
満
『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
桜
楓
社　

一
九
九
五
年

（
４
）
池
田
弥
三
郎
『
文
学
と
民
俗
学
』
岩
崎
美
術
社　

一
九
六
六
年

（
５
）
三
谷
栄
一
『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
』
有
精
堂　

一
九
六
〇
年

　
　
　
　
　
『
古
典
文
学
と
民
俗
』
岩
崎
美
術
社　

一
九
六
八
年

　
　
　
　
　
『
物
語
文
学
の
世
界
』
有
精
堂　

一
九
七
五
年

　
　
　
　
　
『
物
語
史
の
研
究
』
有
精
堂　

一
九
六
七
年

　
　
　
　
　
『
物
語
文
学
史
論
』
有
精
堂　

一
九
六
五
年

（
６
）
福
田
晃
『
軍
記
物
語
と
民
間
伝
承
』
岩
崎
美
術
社　

一
九
七
二
年

（
７
）
三
谷
栄
一　

前
掲
『
古
典
文
学
と
民
俗
学
』　

二
ペ
ー
ジ

　

長
谷
川
政
春
「
巫
女
か
ら
女
房
へ
」『
文
学
と
民
俗
学
―
日
本
民
俗
研
究
大
系
九
』
國
學
院

大
學　

一
九
八
九
年　

三
二
一
ペ
ー
ジ

　

福
田
晃　

前
掲
『
軍
記
物
語
と
民
間
伝
承
』　

二
七
ペ
ー
ジ

　

な
お
、「
民
俗
主
義
文
学
論
」
を
提
唱
し
た
小
山
勝
清
は
、
柳
田
國
男
の
著
作
を
読
む
場
合

に
は
「
柳
田
氏
の
思
想
感
情
を
通
じ
祖
先
の
生
活
、
感
情
、
思
想
の
曲
折
を
よ
み
と
る
」

と
し
て
お
り
、
古
典
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
に
通
じ
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　

松
村
友
視
「
小
山
勝
清
『
民
俗
主
義
文
学
論
』（
緒
論
）
―
復
刻
・
解
題
―
」『
藝
文
研
究
』

五
五
（
電
子
版
）　

一
九
八
九
年　

一
一
六
ペ
ー
ジ

　

柳
田
國
男
の
弟
子
と
な
り
な
が
ら
、
そ
の
自
由
奔
放
な
性
格
ゆ
え
に
破
門
さ
れ
た
小
山
勝

清
の
生
涯
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

　

高
田
宏
『
わ
れ
山
に
帰
る
』
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年

（
８
）
柳
田
國
男
「
巫
女
考
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
九　

筑
摩
書
房

（
９
）
柳
田
國
男
「
野
草
雑
記
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
二
二　

筑
摩
書
房

（
10
）
本
文
中
に
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
国
文
学
者
た
ち
に
よ
る
す
ぐ
れ

た「
枕
草
子
の
民
俗
学
的
研
究
」を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。い
ず
れ
も
我
々
民
俗
学
徒
に
と
っ

て
有
意
義
で
あ
る
。

　

田
中
新
一
「
枕
草
子
『
を
ふ
さ
の
市
』
に
つ
い
て
」『
椙
山
国
文
学
』
二
〇
（
電
子
版
）　

一
九
九
六
年

　

西
山
秀
人
「『
枕
草
子
』
地
名
類
聚
章
段
の
背
景
」『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
十
七
（
電

子
版
）　

一
九
九
四
年

　

片
平
博
文
「『
枕
草
子
』
に
み
る
平
安
京
郊
外
へ
の
道
」
日
下
雅
義
編
『
地
形
環
境
と
歴
史

景
観
』
古
今
書
院　

二
〇
〇
四
年

　

池
添
博
彦
「
平
安
朝
の
食
文
化
考
―
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
」『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
』

三
九
（
電
子
版
）　

二
〇
〇
二
年

　

津
島
知
明
「
中
宮
定
子
の
『
出
家
』
と
身
体
」
藤
本
勝
義
編
『
王
朝
文
学
と
仏
教
・
神
道
・

陰
陽
道
』
竹
林
舎　

二
〇
〇
七
年

　

小
野
恭
靖
「
平
安
文
学
と
風
俗
圏
歌
謡
」
堀
淳
一
編
『
王
朝
文
学
と
音
楽
』
竹
林
舎　

二
〇
〇
九
年

　

小
森
潔
「
女
房
日
記
の
音
楽
・
舞
楽
」
堀
淳
一
編
『
王
朝
文
学
と
音
楽
』
竹
林
舎　

二
〇
〇
九
年

　

中
島
和
歌
子
「『
枕
草
子
』
の
五
月
五
日
」
小
森
潔
他
編
『
枕
草
子
―
創
造
と
新
生
』
翰
林

書
房　

二
〇
一
一
年

　

小
山
利
彦「
枕
草
子　

賀
茂
の
郭
公
考
」上
・
下　
『
専
修
国
文
』五
〇
・
五
二　

一
九
九
二
年
・

一
九
九
三
年
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圷
美
奈
子
「『
源
氏
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
の
〈
七
夕
〉」『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
二
五　

新
典
社　

二
〇
一
一
年

　

原
由
来
恵
「『
枕
草
子
』
に
お
け
る
伝
承
」『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
三　

新
典
社　

一
九
九
九
年

　

原
由
来
恵
「
三
巻
本
『
枕
草
子
』「
市
は
」
章
段
に
つ
い
て
」『
二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢
』

七
四　

二
〇
〇
五
年

　

原
由
来
恵
「
三
巻
本
『
枕
草
子
』「
社
は
」
章
段
再
考
」『
二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢
』

七
七　

二
〇
〇
六
年

（
11
）
小
森
潔
「『
枕
草
子
』
の
人
生
儀
礼
と
通
過
儀
礼
」
小
嶋
菜
温
子
編
『
王
朝
文
学
と
通

過
儀
礼
』
竹
林
舎　

二
〇
〇
七
年　

一
五
八
ペ
ー
ジ

（
12
）
神
尾
暢
子
「『
枕
草
子
』
の
地
名
」
倉
田
実
他
編
『
王
朝
文
学
と
交
通
』
竹
林
舎　

二
〇
〇
九
年　

四
一
ペ
ー
ジ

（
13
）
原
由
紀
恵
「『
枕
草
子
』「
地
名
類
聚
」
章
段
に
つ
い
て
」
今
西
幹
一
編
『
二
松
學
舍
創

立
百
三
十
周
年
記
念
論
文
集
』
二
〇
〇
八
年　

五
五
ペ
ー
ジ

（
14
）
松
尾
恒
一
「『
枕
草
子
』
に
見
る
平
安
仏
教
」
雨
宮
博
洋
他
編
『
枕
草
子
大
事
典
』
勉

誠
出
版　

二
〇
〇
一
年

（
15
）『
枕
草
子
』
を
資
料
と
し
て
日
本
人
の
霊
魂
観
を
考
察
し
た
最
近
の
研
究
に
大
本
敬
久

の
論
稿
が
あ
る
。

　

大
本
敬
久
「
魂
祭
の
歴
史
と
民
俗
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
一
（
電
子

版
）　

二
〇
一
五
年

（
16
）
園
山
千
里
「『
枕
草
子
』
の
宗
教
関
連
章
段
考
―
仏
事
の
声
を
中
心
に
」
小
森
潔
他
編

前
掲
『
枕
草
子
―
創
造
と
新
生
』　

五
六
ペ
ー
ジ

（
17
）
池
田
正
俊
「
枕
草
子
と
仏
教
信
仰
」『
和
洋
国
文
研
究
』
八　

一
九
七
二
年

　

今
成
元
昭
「
法
華
八
講
の
∧
日
∨
と
∧
時
∨
」
伊
藤
博
之
他
編
『
唱
導
の
文
学
』
勉
誠
社

　

一
九
九
五
年

　

永
井
義
憲
「
枕
冊
子
の
仏
教
的
環
境
」『
日
本
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
集　

豊
島
書
房　

一
九
六
七
年

　

園
山
千
里
「『
枕
草
子
』
と
「
結
縁
八
講
」」『
古
代
中
世
文
学
論
集
』
二
五　

二
〇
一
一
年

　

園
山
千
里　

前
掲
「『
枕
草
子
』
の
宗
教
関
連
章
段
考
―
仏
事
の
声
を
中
心
に
」

　

津
島
知
明
「
亀
裂
に
巣
食
う
∧
花
山
院
∨
―
枕
草
子
「
小
白
川
」
と
「
菩
提
寺
」
の
風
景
」

『
古
代
中
世
文
学
論
集
』
二
七　

二
〇
一
二
年

（
18
）
今
成
元
昭　

前
掲
「
法
華
八
講
の
∧
日
∨
と
∧
時
∨
」
五
五
ペ
ー
ジ

（
19
）
園
山
千
里　

前
掲
「『
枕
草
子
』
と
「
結
縁
八
講
」」

（
20
）
池
田
正
俊　

前
掲
「
枕
草
子
と
仏
教
信
仰
」
二
二
ペ
ー
ジ

（
21
）
坂
本
幸
男
他
訳
注
『
法
華
経　

中
』
岩
波
書
店　

一
九
六
四
年　

二
二
二
ペ
ー
ジ

（
22
）
鎌
田
茂
雄
『
法
華
経
を
読
む
』
講
談
社　

一
九
九
四
年　

二
一
〇
～
二
一
一
ペ
ー
ジ

（
23
）
坂
本
幸
男
他
訳
注　

前
掲
『
法
華
経　

中
』
二
二
四
ペ
ー
ジ

（
24
）
鎌
田
茂
雄　

前
掲
『
法
華
経
を
読
む
』
二
一
二
ペ
ー
ジ

（
25
）
永
井
義
憲
「
清
少
納
言
の
信
仰
」　

前
掲
『
日
本
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
集　

二
五
二

～
二
五
三
ペ
ー
ジ

（
26
）後
藤
祥
子「『
枕
草
子
』」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』五
六
―
五　

一
九
九
一
年　

五
八
ペ
ー

ジ
（
27
）
鎌
田
茂
雄
『
観
音
経
講
話
』
講
談
社　

一
九
九
一
年

　

鎌
田
茂
雄
『
観
音
の
き
た
道
』
講
談
社　

一
九
九
七
年

　

瀬
戸
内
寂
聴
『
寂
聴　

観
音
経
』
中
央
公
論
社　

一
九
九
〇
年

　

奈
良
康
明
『
観
音
経
講
義
』
東
京
書
籍　

一
九
九
七
年

　

速
水
侑
『
観
音
信
仰
』
塙
書
房　

一
九
七
〇
年

（
28
）
中
村
元
他
訳
註
『
浄
土
三
部
経
』
上
・
下　

岩
波
文
庫　

一
九
六
三
年
・
一
九
六
四
年

（
29
）
坂
本
幸
男
他
訳
注
『
法
華
経　

下
』
岩
波
書
店　

一
九
六
七
年　

二
四
四
ペ
ー
ジ

（
30
）
同
右　

二
四
八
ペ
ー
ジ

（
31
）
鎌
田
茂
雄　

前
掲
『
法
華
経
を
読
む
』　

三
七
四
ペ
ー
ジ

（
32
）
鎌
田
茂
雄　

前
掲
『
観
音
経
講
話
』　

六
二
ペ
ー
ジ

（
33
）
同
右　

六
四
ペ
ー
ジ

（
34
）
永
井
義
憲
「
枕
冊
子
と
長
谷
寺
」『
日
本
仏
教
文
学
研
究
』
第
一
集　

豊
島
書
房　

一
九
六
六
年　

三
二
三
ペ
ー
ジ

（
35
）
永
井
義
憲　

前
掲
「
清
少
納
言
の
信
仰
」　

二
四
九
ペ
ー
ジ

（
36
）
小
森
潔
に
よ
れ
ば
、『
枕
草
子
』
は
人
生
儀
礼
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
。

　

小
森
潔　

前
掲
「『
枕
草
子
』
の
人
生
儀
礼
と
通
過
儀
礼
」　

一
五
九
ペ
ー
ジ

（
37
）
山
中
裕
他
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』　

小
学
館　

一
九
九
五
年

（
38
）
中
村
元
他
訳
註
『
浄
土
三
部
経
』
下　

岩
波
文
庫　

一
九
六
四
年　

三
九
ペ
ー
ジ


