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流
布
本
『
沙
石
集
』
か
ら
排
さ
れ
た
沙
と
石

山　

下　
　
　

茜

は
じ
め
に

　

市
立
米
沢
図
書
館
本
の
『
沙
石
集
』
巻
第
五
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
女
房
の
許
へ
、
云
ひ
遣
は
し
け
る
、

　
　

君
を
の
み
恋
ひ
暮
ら
し
つ
る
手
す
さ
み
に
外
面
の
小
田
に
根
芹
を
も
摘
む

こ
の
女
は
、何
と
も
返
事
せ
ざ
り
け
る
を
、女
童
、こ
ざ
か
し
き
が
、「
い
か
に
返
事
は
候
ふ
ま
じ
き
か
」
と
云
ふ
を
、「
何
と
い
ふ
べ
し
と
も
覚
え
ず
」

と
云
ふ
に
、「
和
歌
の
返
事
は
、
皆
、
か
の
こ
と
ば
を
あ
ひ
し
ら
ひ
て
し
候
ふ
べ
き
。
や
す
く
候
ふ
も
の
を
。
御
返
事
と
て
、
さ
ら
ば
、
童
申
し

候
は
む
」
と
て
云
ひ
け
れ
ば
、「
は
や
、
何
と
も
」
と
云
は
れ
て
、

　
　

我
が
し
ら
み
ふ
な
あ
か
し
か
め
足
も
む
ち
や
う
背
戸
の
畑
に
ご
ぎ
や
う
を
ぞ
ひ
ね
る



22

　

鎌
倉
時
代
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
沙
石
集
』
は
、
そ
の
序
文
で
「
狂
言
綺
語
の
あ
だ
な
る
戯
れ
を
縁
と
し
て
、
仏
乗
の
妙
な
る
道
を
知

ら
し
め
、
世
間
浅
近
の
賤
し
き
こ
と
を
譬
と
し
て
、
勝
義
の
深
き
理
に
入
れ
し
め
む
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
様
々
な
説
話
を
種
と

し
て
、
仏
教
的
な
論
述
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
説
話
に
は
仏
教
的
な
意
味
付
け
を
す
る
論
述
が
な
く
、
女
童
の
歌
の
後
に
続
く
の
は
、「
こ
と
ば
毎
に
対
句
を
云

ひ
け
る
、
心
き
き
て
こ
そ
」
と
い
う
、『
沙
石
集
』
の
著
者
無
住
の
皮
肉
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
に
載
せ
た
話
に
は
更
に
注
目

す
べ
き
事
情
が
あ
る
。
流
布
本
系
の
『
沙
石
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
『
沙
石
集
』
に
は
多
く
の
伝
本
が
存
在
し
、
諸
本
の
間
の
違
い
も
大
き
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
過
程
や
関
係
性
な
ど
、
複
雑
を
極
め
て
い

る
。
諸
本
の
整
理
の
仕
方
に
も
様
々
論
が
あ
る
が
、
小
島
孝
之
氏
の
論）

1
（

に
従
う
と
、
お
お
よ
そ
次
の
通
り
に
整
理
さ
れ
る
。

　

古
本
系
…
米
沢
本
、
北
野
本
、
藤
井
本
な
ど

　

中
間
本
…
梵
舜
本
（
最
も
多
く
の
説
話
を
載
せ
る
）

　

流
布
本
系
…
長
享
本
、
東
大
本
、
内
閣
文
庫
本
、
神
宮
文
庫
本
、
岩
瀬
文
庫
本
、
慶
長
古
活
字
本
な
ど

　

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
比
較
す
る
と
、
中
間
本
で
あ
る
梵
舜
本
は
古
本
系
で
あ
る
米
沢
本
よ
り
も
多
く
の
説
話
を
載
せ
、
人
々
を
仏
教
的
に

啓
蒙
す
る
に
は
不
適
切
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
卑
俗
な
話
も
多
く
膨
ら
ま
せ
て
い
る
が
、
文
体
が
よ
り
流
布
本
に
近
い
こ
と
や
、
本
文
で
引

い
て
い
る
も
の
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
り
訂
正
し
た
り
し
て
い
る
事
か
ら
、
古
本
系
の
増
補
と
し
て
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
ま

た
、
流
布
本
系
の
、
特
に
刊
本
で
は
、
米
沢
本
や
梵
舜
本
に
見
ら
れ
た
説
経
師
や
嗚
呼
な
僧
の
話
が
ご
っ
そ
り
消
え
、
更
に
説
話
の
並
び
替

え
、
重
要
で
は
な
い
言
葉
の
削
除
も
し
く
は
変
更
、
新
た
な
説
話
の
増
補
に
よ
っ
て
論
述
の
展
開
を
円
滑
に
し
て
い
る
事
か
ら
、
教
訓
的
・

談
義
的
な
色
彩
を
強
め
、
法
談
的
な
流
れ
を
形
成
す
る
こ
と
を
志
し
た
跡
を
示
す
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る）

3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
古
本
系
↓
中
間
本
↓
流
布
本
系
と
い
う
改
訂
の
跡
の
最
終
地
点
に
あ
る
刊
本
は
、
江
戸
時
代
の
書
籍
目
録
に
よ
っ
て
、
す

べ
て
法
語
や
仏
書
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た）

4
（

。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
中
に
笑
話
め
い
た
も
の
が
全
く
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

し
か
し
大
抵
は
話
の
後
に
批
判
や
教
義
の
論
説
を
迎
え
る
用
意
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
た
だ
や
り
と
り
の
お
か
し
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さ
を
載
せ
た
だ
け
に
見
え
る
女
童
の
返
歌
の
話
な
ど
は
載
せ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
、
古
本
系
の
米
沢
本
や
中
間
本
の
梵
舜
本
に
は
そ
う
し

た
論
説
部
分
を
欠
い
た
笑
話
等
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
無
住
の
度
重
な
る
改
訂
の
跡
を
残
す
資
料
と
し
て
の
価
値
以
外
に
、
改
訂
後
の

『
沙
石
集
』
と
は
や
や
質
の
違
う
価
値
を
見
出
す
事
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
説
話
が
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
を
考
察
さ
れ
た
も
の
が
既
に
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
後
々
削
除
す
る
よ
う
な

説
話
を
何
ゆ
え
古
本
系
・
中
間
本
の
時
点
で
収
録
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
時
点
で
無
住
は
そ
れ
ら
の
説
話
に
何
を
見
出
し
て
い
た
の
か
を
探

る
目
的
で
、
梵
舜
本
の
成
立
が
米
沢
本
の
成
立
よ
り
も
後
で
あ
る
と
い
う
説
に
拠
り
つ
つ
、
流
布
本
か
ら
削
除
さ
れ
た
説
話
を
扱
い
、
古
本

系
か
ら
中
間
本
へ
と
改
訂
さ
れ
た
際
の
説
話
の
配
列
、
条
構
成
、
表
現
等
の
比
較
を
し
て
い
き
た
い）

5
（

。

一　

流
布
本
に
な
い
説
話

　

教
訓
的
・
談
義
的
な
色
彩
を
強
め
、
法
談
的
な
流
れ
を
形
成
し
た
結
果
が
流
布
本
『
沙
石
集
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
流
布
本
に
到
達
す

る
以
前
の
『
沙
石
集
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
説
話
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
か
。
ま
ず
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る

か
見
て
み
る
事
に
す
る
。

…
六
／

…
三
十
五
／

…
四
／

…
二
十
三
／

…
十
四
／

…
二
十
八
／

…
四
／
そ
の
他
（
以
上
の
項
目
に
分

類
し
難
い
も
の
）
…
十
八

　

右
に
掲
げ
た
の
は
、
米
沢
本
・
梵
舜
本
・
内
閣
文
庫
本
に
見
え
て
、
刊
本
に
見
ら
れ
な
い
説
話
一
つ
一
つ
の
主
題
を
暫
定
的
に
考
え
、
流

布
本
に
な
い
説
話
全
体
の
傾
向
を
と
ら
え
る
助
け
と
す
る
た
め
分
類
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
項
目
の
下
に
示
し
た
の
は
そ
れ
を
主
題
と
す

る
話
の
数
で
、
ど
こ
に
分
類
で
き
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
思
わ
れ
た
も
の
は
関
係
す
る
項
目
全
て
に
お
い
て
重
複
し
て
数
え
た）

6
（

。

　

以
降
、
各
項
目
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。
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…
内
容
は
す
べ
て
地
蔵
菩
薩
や
不
動
明
王
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
つ
に
和
歌
が
登
場
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
夢
の
中

で
地
蔵
、
ま
た
は
僧
が
和
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
夢
見
た
も
の
が
目
覚
め
た
後
心
を
入
れ
替
え
る
、
と
い
う
話
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
内

閣
文
庫
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

…
話
の
数
こ
そ
多
い
が
、
大
半
の
話
の
主
眼
が
歌
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
か
、
散
文
で
語
る
部
分
は
長
く
な
い
。
他
の
項
目
は
一
つ
の

説
話
で
一
条
を
成
す
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
項
目
で
数
え
た
話
の
多
く
が
、
ど
こ
か
の
条
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
存
在
感
も

大
き
く
な
い
。
和
歌
に
関
わ
る
説
話
を
並
べ
た
と
い
う
箇
所
も
勿
論
あ
る
が
、
詞
書
を
添
え
て
和
歌
を
並
べ
た
趣
が
強
い
箇
所
も
あ
る
。

　

…
柔
靭
な
武
士
像
が
語
ら
れ
て
お
り
、
概
ね
武
士
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
父
の
敵
を
討
っ

た
幼
い
兄
弟
の
話
（
米
沢
本
巻
七
ノ
六
）
は
、
内
容
は
忠
孝
を
主
題
と
見
て
取
れ
る
も
、
兄
弟
の
し
た
事
は
殺
人
で
あ
る）

7
（

。
こ
の
話
に
つ
い

て
無
住
は
批
判
も
賛
美
も
言
わ
ず
、「
珍
し
き
事
な
る
に
依
り
て
、
記
し
置
き
侍
る
」
と
つ
け
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
妻
の
も
と
に
裕
福

な
経
師
が
忍
ん
で
通
っ
て
い
る
所
を
押
さ
え
、
言
葉
と
刀
に
よ
っ
て
家
を
交
換
さ
せ
た
貧
し
い
侍
の
話
（
米
沢
本
巻
七
ノ
十
二
）
に
つ
い
て

は
、「
法
師
一
人
打
ち
殺
し
て
も
、
罪
な
り
。
高
名
に
も
あ
る
ま
じ
き
に
、
義
を
存
じ
て
振
舞
ひ
た
る
、
さ
か
さ
か
し
く
こ
そ
承
れ
ば
、
世

間
の
人
存
知
す
べ
き
風
情
な
れ
ば
、
書
置
き
侍
る
な
り
」
と
讃
え
て
い
る
。

　

…
『
沙
石
集
』
巻
六
は
説
教
関
連
の
説
話
を
集
め
て
い
る
巻
で
あ
る
が
、
米
沢
本
・
梵
舜
本
巻
六
の
最
初
の
条
、「
説
経
師
の
施
主

分
聞
き
悪
き
事
」
が
流
布
本
に
は
存
在
し
な
い
。
更
に
は
、
こ
の
条
に
続
く
数
条
（
米
沢
本
は
五
条
、
梵
舜
本
は
八
条
）
が
ま
る
ご
と
流
布

本
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
他
の
巻
で
は
巻
の
出
だ
し
の
条
が
古
本
・
中
間
本
・
流
布
本
で
異
な
っ
て
い
る
事
は
な
く
、
辛
う
じ
て
巻
八
が
条

の
内
容
に
ぶ
れ
を
持
つ
く
ら
い
で
あ
る
。

　

…
巻
八
に
集
中
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る
。
特
に
嗚
呼
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
。
利
口
は
偏
執
を
否
定

す
る
巻
三
に
も
見
え
る
話
題
だ
が
、
梵
舜
本
で
は
巻
八
の
中
に
も
収
録
さ
れ
る
。
魂
魄
は
無
住
独
特
の
言
葉
ら
し
く
、
嗚
呼
と
対
立
す
る
も

の
と
し
て
語
ら
れ
る）

8
（

。
武
士
の
項
目
で
言
及
し
た
貧
し
い
侍
も
、
事
の
顛
末
を
聞
い
た
主
君
か
ら
、「
魂
魄
の
仁
な
り
。
神
妙
に
し
た
り
」

と
評
さ
れ
た
。
巻
八
は
始
め
の
条
こ
そ
同
じ
だ
が
、
そ
の
次
か
ら
し
ば
ら
く
は
古
本
・
中
間
本
に
し
か
な
い
話
が
続
き
、
流
布
本
で
消
さ
れ
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た
条
が
最
も
多
い
。

　

そ
の
他
…
僧
に
対
し
て
教
訓
や
心
得
を
示
す
説
話
が
多
い
。

　

流
布
本
に
な
い
説
話
全
て
を
細
か
く
確
認
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
大
体
の
様
子
は
右
の
通
り
で
あ
る
。
流
布
本
で
削
ら
れ
た
説
話

の
中
で
も
、
説
経
・
利
口
・
嗚
呼
・
魂
魄
の
項
目
が
、
米
沢
本
・
梵
舜
本
で
は
巻
の
大
半
を
使
っ
て
大
き
な
ま
と
ま
り
を
つ
く
っ
て
い
る
。

特
に
巻
八
は
米
沢
本
か
ら
梵
舜
本
へ
の
改
訂
の
際
、
最
も
多
く
の
条
を
増
や
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
全
て
が
後
の
流
布
本
か
ら
消
え
て
い

る
。
こ
の
事
に
注
目
し
て
、
以
降
、
巻
八
の
嗚
呼
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

二　
「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由

　

米
沢
本
・
梵
舜
本
は
共
に
、
巻
八
に
「
嗚
呼
」
の
説
話
を
集
め
て
い
る
。『
沙
石
集
』
の
序
文
に
は
、

　

そ
れ
道
に
入
る
方
便
、
一
つ
に
あ
ら
ず
。
悟
り
を
開
く
因
縁
、
こ
れ
多
し
。
そ
の
大
な
る
意
を
知
れ
ば
、
諸
教
の
義
異
な
ら
ず
。
万
行
を
修
す

る
旨
皆
同
じ
者
を
や
。
こ
の
故
に
、
雑
談
の
次
に
教
門
を
ひ
き
、
戯
論
の
中
に
解
行
を
し
め
す
。

　

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
の
「
雑
談
の
次
に
教
門
を
ひ
き
、
戯
論
の
中
に
解
行
を
し
め
す
」
こ
そ
『
沙
石
集
』
の
本
文
構
成
を
ず
ば
り
言

い
表
し
て
い
る
の
だ
が
、
米
沢
本
・
梵
舜
本
巻
八
に
あ
っ
て
流
布
本
に
見
ら
れ
な
い
説
話
群
と
い
う
の
が
、「
各
々
、
説
話
的
記
述
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
て
、
無
住
が
、
他
の
条
で
な
す
よ
う
な
、
説
話
を
例
え
と
し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
展
開
す
る
無
住
自
身
の
論
説
記
述
の
部
分

を
欠
い
て
い
る）

9
（

」
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ
の
説
話
自
体
が
解
説
を
必
要
と
し
な
い
程
に
宗
教
性
や
教
訓
性
を
帯
び
て
い
る
と
も
い
え

ず
、
む
し
ろ
一
見
対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
と
れ
る
。
愚
俗
教
化
を
旨
と
す
る
『
沙
石
集
』
に
、
こ
の
よ
う
な
説
話
群
が
あ
る
事
を
ど
う
見
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た
ら
よ
い
の
か
。
ま
ず
は
無
住
自
身
が
述
べ
る
所
を
見
て
い
く
。

　

米
沢
本
も
梵
舜
本
も
「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
」
を
集
め
た
理
由
を
巻
八
の
始
め
の
条
の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、そ
の
内
容
に
は
違
い
が
あ
る
。

こ
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
既
に
片
岡
了
氏
の
論
文
に
出
て
お
り）

10
（

、
以
降
本
稿
で
中
心
に
扱
っ
て
い
く
「
嗚
呼
」
に
つ
い
て
も
、
米
沢
本
中
の

「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
を
語
る
部
分
に
お
い
て
、「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
」
に
も
二
種
類
あ
り
、
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
事
が
既

に
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
氏
の
論
で
は
梵
舜
本
と
米
沢
本
の
論
述
の
主
旨
を
同
じ
も
の
と
見
て
、
梵
舜
本
の
中
に
見
受
け
ら
れ

る
文
章
展
開
の
飛
躍
を
米
沢
本
に
よ
っ
て
補
完
す
る
よ
う
な
形
を
と
っ
て
お
り
、
米
沢
本
と
梵
舜
本
の
文
章
の
違
い
を
、
目
的
を
持
っ
た
改

訂
の
結
果
と
見
た
い
本
稿
の
立
場
と
は
若
干
見
方
が
異
な
る
も
の
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
比
較
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
は
米
沢
本
の
方
を
み
て
い
く
。「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
を
語
る
前
に
三
つ
ほ
ど
説
話
が
続
く
の
だ
が
、
簡
単
に
説
明

す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
眠
り
正
信
房
の
話
（
類
ま
れ
な
眠
り
癖
を
持
つ
正
信
房
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
（
嗚
呼
話
）
と
、
転
生
し
て
も
眠
り
癖
を
も
っ
て
い
た
正

信
房
の
話
）

⑵
難
陀
の
、
習
因
を
忘
れ
な
い
話
（
妻
恋
し
さ
に
仏
道
修
行
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
難
陀
が
、
仏
に
連
れ
ら
れ
て
見
た
天
界
で
、
戒
律

を
守
っ
た
末
に
行
け
る
そ
こ
に
天
女
の
妻
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
修
行
に
励
む
こ
と
を
志
す
も
、
そ
の
後
見
た
地
獄
で
、
淫
欲
が

た
め
の
修
行
で
は
天
界
へ
行
け
て
も
後
に
地
獄
に
堕
ち
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
せ
付
け
ら
れ
、
真
に
涅
槃
の
た
め
に
戒
律
を
守
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
話
）

⑶
仏
と
阿
難
が
出
会
っ
た
農
夫
の
話
（
仏
と
阿
難
が
道
を
行
く
の
を
見
た
二
人
の
農
夫
の
う
ち
、
一
人
が
礼
拝
し
、
も
う
一
人
は
「
仏
は
い

つ
も
礼
し
て
ん
。
今
日
せ
で
は
」
と
礼
拝
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
後
者
の
行
動
が
前
世
か
ら
の
懈
怠
の
習
果
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

話
。
生
死
流
転
の
も
と
と
な
る
妄
業
を
戒
め
る
）

　

こ
う
し
て
見
る
と
論
述
の
計
画
が
確
か
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
話
の
後
に
述
べ
ら
れ
る
の
が
以
下
に
載
せ

る
、「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
で
あ
る
。
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こ
の
巻
に
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
も
、
心
賢
き
道
に
入
れ
と
な
り
。
嗚
呼
が
ま
し
き
事
は
、
一
旦
人
の
咲
ひ
を
招
く
ば
か
り
な
り
。
世
間
の

嗚
呼
が
ま
し
き
こ
と
故
に
、
人
に
軽
し
め
ら
る
る
事
は
、
罪
障
の
除
こ
ほ
る
因
縁
な
り
。
ま
た
、
嗚
呼
の
者
は
多
分
正
直
な
り
。
た
だ
思
ふ
ま
ま

に
云
ひ
、
振
る
舞
ひ
、
色
代
も
な
く
、
へ
つ
ら
ふ
心
な
き
故
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
人
に
軽
し
め
卑
し
め
ら
る
る
。

　

金
剛
般
若
経
に
云
は
く
、「
こ
の
世
に
、
人
に
軽
し
め
、
卑
し
め
ら
る
れ
ば
、
先
世
の
罪
業
消
え
て
、
菩
提
を
得
」
と
説
け
り
。
古
人
の
、
狂

人
の
如
く
し
て
徳
を
隠
し
き
。
こ
の
意
な
る
べ
し
。
失
を
隠
し
、
徳
を
現
は
せ
る
、
実
に
道
に
逆
ふ
。

そ
し
て
こ
の
次
に
美
作
守
顕
能
家
を
訪
れ
た
偽
悪
の
僧
の
話
（
妊
娠
さ
せ
た
女
の
食
べ
る
も
の
を
用
意
し
た
い
、
と
偽
っ
て
安
吾
の
た
め
の

食
料
を
乞
い
受
け
る
僧
の
話
）
が
入
り
、
そ
の
話
に
つ
い
て
の
解
説
が
以
下
の
如
く
続
く
。

近
代
の
人
の
意
は
、
隠
れ
事
し
て
養
は
む
と
て
、
安
居
の
食
と
言
ひ
ぬ
べ
し
。
善
悪
因
果
の
理
を
知
ら
ず
、
流
転
生
死
の
苦
を
忘
れ
て
、
悪
業
身

に
慎
ま
ず
。
妄
念
を
心
に
恐
れ
ず
し
て
、
智
者
道
人
に
近
づ
く
思
ひ
も
な
く
、
天
人
仏
陀
の
知
見
を
も
憚
ら
ず
、
閻
魔
冥
官
の
呵
責
を
も
恐
れ
ざ

ら
む
程
に
、
嗚
呼
が
ま
し
き
事
は
あ
ら
じ
か
し
、
た
だ
恥
が
ま
し
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
久
し
く
苦
患
を
受
く
べ
し
。
こ
の
故
に
、
妄
業
を
や
め
、

道
行
を
励
ま
す
こ
そ
、
賢
く
、
嗚
呼
が
ま
し
か
ら
ぬ
心
地
な
れ
。

　

古
人
云
は
く
、「
道
念
、
情
念
に
等
し
く
は
、
成
仏
す
る
時
多
か
ら
む
」
と
。
妄
念
は
凡
夫
、
道
念
は
仏
な
り
。
こ
の
故
に
、「
た
だ
妄
念
を
離

る
れ
ば
、
如
々
の
仏
な
り
」
と
云
へ
り
。

　

仏
性
、
本
来
こ
れ
有
り
。
た
だ
隔
つ
る
所
、
妄
念
な
り
。
然
れ
ば
、
道
念
な
き
こ
と
の
嗚
呼
が
ま
し
き
故
を
思
ひ
知
り
て
、
世
間
の
あ
だ
に
は

か
な
き
他
人
の
非
を
、
嘲
る
事
な
か
れ
。

　

こ
の
後
に
、
興
福
寺
の
智
運
房
か
ら
始
ま
る
一
連
の
嗚
呼
説
話
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
美
作
顕
能
家
を

訪
れ
た
偽
悪
の
僧
の
説
話
が
入
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
偽
悪
の
僧
は
名
利
さ
え
も
身
に
絡
む
し
が
ら
み
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
図
る
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た
め
に
わ
ざ
と
人
に
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
な
事
を
す
る
者
で
、『
発
心
集
』
な
ど
に
も
同
趣
の
説
話
が
見
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
偽
悪
僧
の
説
話
を

入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
人
の
非
を
見
て
も
み
だ
り
に
嘲
る
事
の
な
い
よ
う
に
と
、
こ
れ
以
降
続
く
嗚
呼
説
話
に
備
え
て
念
を
押
し
て
い
る
も

の
と
と
れ
る
。

　

で
は
梵
舜
本
の
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
梵
舜
本
も
同
じ
く
、「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
を
述
べ
る
前
に
説
話
を
並
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
る
説
話
は
⑴
眠
り
正
信
房
の
話
と
⑶
仏
と
阿
難
が
出
会
っ
た
農
夫
の
話
の
み
で
、
⑵
難
陀
の
、
習
因
を
忘
れ
な
い

話
は
消
え
て
い
る
。
さ
ら
に
大
き
な
違
い
は
そ
の
次
に
あ
る
。

　

此
巻
ニ
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
、
賢
キ
道
ニ
入
レ
ト
ナ
リ
。
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ハ
、
一
旦
人
ノ
笑
ヲ
マ
ネ
ク
バ
カ
リ
也
。
善
惡
因
果
ノ
理

を
不
知
、
流
轉
生
死
ノ
苦
ヲ
忘
レ
テ
、
惡
業
ヲ
身
ニ
愼
ズ
、
妄
念
ヲ
心
ニ
ホ
シ
キ
侭
ニ
ス
ル
程
ノ
、
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ア
ラ
ン
。
智
者
ニ
ワ
ラ
ワ

レ
ム
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、
冥
官
ノ
責
ヲ
蒙
ム
〔
ル
〕。
妄
念
ヲ
胸
ニ
養
ム
バ
カ
リ
賢
キ
事
ア
ラ
ジ
。
白
楊
ノ
順
禪
師
云
ク
、「
道
念
若
シ
情
念
ニ
ヒ
ト

シ
ク
ハ
、
成
佛
ス
ル
事
多
時
ナ
ラ
ム
」
ト
。
世
間
ノ
人
、
妄
念
ノ
常
ニ
心
ニ
ア
ル
如
ク
ニ
、
道
念
不
妄
バ
念
々
ニ
成
佛
シ
テ
ム
。
佛
性
本
來
心
ニ

ア
リ
。
只
隔
ル
處
情
念
也
。
古
人
云
、「
只
妄
縁
ヲ
放
レ
バ
、
如
々
ノ
佛
也
」
ト
云
ヘ
リ
。
心
ア
ラ
ム
人
、
我
身
ノ
道
心
ナ
ク
、
佛
語
ヲ
行
ゼ
ザ

ル
事
ノ
、
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
ヲ
思
ト
キ
テ
、
他
人
ノ
非
ヲ
嘲
ル
コ
ト
カ
ナ
シ
。

　

右
が
梵
舜
本
の
語
る
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
で
あ
る
が
、
梵
舜
本
で
は
こ
の
後
に
美
作
の
偽
悪
僧
の
説
話
が
な
く
、
そ
れ
に
続

く
解
説
も
な
い
。
こ
の
直
後
に
い
き
な
り
興
福
寺
の
智
運
房
を
筆
頭
と
し
た
嗚
呼
話
が
続
く
の
で
あ
る
。

　

米
沢
本
の
「
こ
の
巻
に
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
陳
述
の
部
分
で
は
、
嗚
呼
に
よ
っ
て
人
に
軽
ん
じ
ら
れ
る
事
が
罪
障
を
除
く

事
に
な
っ
た
り
、
嗚
呼
の
者
は
正
直
な
の
だ
と
い
っ
た
り
と
、
嗚
呼
に
対
し
て
や
や
肯
定
的
な
事
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
偽

悪
の
僧
の
説
話
の
後
に
続
く
、「
近
代
の
人
の
意
は
…
…
久
し
く
苦
患
を
受
く
べ
し
」
と
い
う
論
述
を
見
る
と
、
同
じ
く
「
嗚
呼
」
と
は
い

い
な
が
ら
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
正
直
」
な
「
嗚
呼
」
と
は
異
質
の
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
「
嗚
呼
」
の
在
り
よ
う
が
こ
こ
に
う
ち
出
さ
れ
て
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い
る
と
言
え
る
。

　

対
し
て
梵
舜
本
の
「
此
巻
ニ
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
」
理
由
陳
述
の
部
分
で
は
、「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ハ
、
一
旦
人
ノ
笑
ヲ
…
…
冥
官

ノ
責
ヲ
蒙
ム
〔
ル
〕」
と
な
っ
て
お
り
、
米
沢
本
に
あ
っ
た
「
正
直
」
と
い
う
言
葉
も
消
え
、
人
に
笑
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
罪
障
を
除

く
因
縁
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
消
え
て
、「
冥
官
ノ
責
ヲ
蒙
ム
〔
ル
〕」
事
に
準
ず
る
苦
し
み
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
更
に
整
理
す
る
と
、
ま
ず
米
沢
本
で
は
、「
嗚
呼
」
に
つ
い
て
「
世
間
の
嗚
呼
が
ま
し
き
こ
と
故
に
、
人
に
軽
し
め
ら
る

る
事
は
、
罪
障
の
除
こ
ほ
る
因
縁
な
り
。
ま
た
、
嗚
呼
の
者
は
多
分
正
直
な
り
。
た
だ
思
ふ
ま
ま
に
云
ひ
、
振
る
舞
ひ
、
色
代
も
な
く
、
へ

つ
ら
ふ
心
な
き
故
な
り
」
と
述
べ
る
一
方
、「
善
悪
因
果
の
理
を
知
ら
ず
、
流
転
生
死
の
苦
を
忘
れ
て
、
悪
業
身
に
慎
ま
ず
。
妄
念
を
心
に

恐
れ
ず
し
て
、
智
者
道
人
に
近
づ
く
思
ひ
も
な
く
、
天
人
仏
陀
の
知
見
を
も
憚
ら
ず
、
閻
魔
冥
官
の
呵
責
を
も
恐
れ
ざ
ら
む
」
事
に
つ
い
て

も
同
じ
「
嗚
呼
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
、「
嗚
呼
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
、
非
難
の
意
味
を
込
め
な
い
「
嗚
呼
」

と
、
人
を
非
難
す
る
意
味
で
使
う
「
嗚
呼
」
の
、
異
な
る
二
通
り
の
性
質
の
も
の
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

　

対
し
て
梵
舜
本
で
は
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
を
述
べ
て
い
る
箇
所
か
ら
は
「
嗚
呼
」
に
対
し
て
肯
定
的
な
記
述
が
消
え
、
さ
ら

に
は
世
に
嗚
呼
と
呼
ば
れ
る
者
を
あ
る
種
擁
護
し
か
ね
な
い
話
柄
で
あ
る
⑵
難
陀
の
、
習
因
を
忘
れ
な
い
話
や
美
作
守
顕
能
家
を
訪
れ
た
偽

悪
の
僧
の
話
も
消
え
、
全
体
的
に
「
嗚
呼
」
に
肩
入
れ
す
る
記
述
を
端
か
ら
消
し
て
い
っ
た
よ
う
な
趣
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
米
沢
本
と
梵
舜
本
の
「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
陳
述
の
前
後
の
比
較
を
見
て
き
て
、
両
者
の
「
嗚
呼
」
に

対
す
る
眼
差
し
に
違
い
が
あ
る
事
は
明
ら
か
と
な
っ
た
と
思
う
。
で
は
こ
の
後
に
続
く
嗚
呼
説
話
は
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
の
か
。
実
は
、

興
福
寺
の
智
運
房
の
話
か
ら
尾
州
の
あ
る
山
寺
法
師
の
話
ま
で
の
五
話
は
、
同
じ
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
同
じ
と
い
っ
て
も
梵
舜
本
に
お
い
て

若
干
詳
細
さ
を
増
す
な
ど
の
変
化
は
あ
る
が
、
問
題
視
で
き
る
よ
う
な
違
い
は
な
い
と
い
え
る
。

　

こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
。
ま
ず
こ
の
時
点
で
言
え
る
事
は
、
米
沢
本
と
梵
舜
本
を
一
貫
す
る
論
述
を
確
立
し
て
い
て
、
そ
の

論
を
紡
ぐ
助
け
と
し
て
説
話
を
挿
入
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。「
嗚
呼
」
に
対
す
る
眼
差
し
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
、「
嗚

呼
」
の
話
そ
の
も
の
に
変
化
が
な
い
。
こ
れ
は
、
無
住
自
身
が
『
沙
石
集
』
に
お
い
て
巻
一
つ
を
使
っ
て
い
い
と
思
う
程
に
、「
嗚
呼
」
の
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話
に
見
る
べ
き
も
の
あ
り
と
し
な
が
ら
も
、
「
嗚
呼
」
そ
の
も
の
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
確
立
し
得
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

る
。

　

で
は
、「
嗚
呼
」
の
捉
え
方
が
変
化
し
て
も
な
お
、
同
じ
よ
う
に
載
せ
た
「
嗚
呼
」
の
話
の
見
る
べ
き
も
の
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。
次
節
以
降
で
は
こ
れ
を
探
る
目
的
で
、
興
福
寺
の
智
運
房
の
話
か
ら
尾
州
の
あ
る
山
寺
法
師
の
話
ま
で
の
五
話
よ
り
も
後
の
説
話

（
米
沢
本
と
梵
舜
本
で
重
複
し
て
い
な
い
説
話
）
の
様
子
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

三　

二
種
類
の
「
嗚
呼
」

　

米
沢
本
の
「
嗚
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
」
理
由
陳
述
に
お
い
て
、「
嗚
呼
」
と
い
う
言
葉
を
、
非
難
の
的
と
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い

も
の
の
二
通
り
の
異
質
な
意
味
で
使
っ
て
い
た
事
か
ら
、
無
住
が
同
じ
「
嗚
呼
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
、
非
難
の
的
と
な
る
も
の
と
、
そ

う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
認
識
は
、
集
め
ら
れ
た
嗚
呼
説
話
の
中
に
も
見
て
と
る
事
が
出

来
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
の
話
と
見
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

　

米
沢
本
巻
八
ノ
二
、「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
の
条
の
最
後
に
収
録
さ
れ
る
、
自
分
は
腹
を
立
て
な
い
と
言
っ
て
激
怒
す
る
修
行
者
の

話
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
上
人
の
庵
に
や
っ
て
来
た
修
行
者
が
、
自
分
は
怒
っ
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
た
所
、
上
人
に
「
虚
言
」
と
見
ら
れ

大
激
怒
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
話
の
末
尾
に
「
凡
夫
の
習
ひ
、
我
が
非
は
覚
え
ぬ
と
こ
そ
。
無
言
聖
に
似
た
り
」
と
あ
る
通
り
、
こ

の
話
は
巻
四
ノ
一
の
無
言
上
人
の
話
と
同
趣
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
巻
四
ノ
一
と
い
う
の
は
、
も
の
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
無
言
行
を
始
め

た
上
人
た
ち
が
、
一
人
も
の
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
者
が
出
た
途
端
、
そ
れ
を
制
し
た
り
咎
め
た
り
し
て
他
の
上
人
も
次
々
に
も
の
を
言
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
話
を
起
点
に
、
他
人
の
非
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
、
余
宗
を
誹
謗
す
る
こ
と
を
戒
め
る
論
述
を
展
開
し
て
い
く
条
で
あ
る
。

　

そ
の
無
言
聖
に
似
て
い
る
と
さ
れ
た
こ
の
修
行
者
は
、
無
住
か
ら
「
嗚
呼
が
ま
し
く
侍
り
」
と
評
さ
れ
る
訳
だ
が
、
そ
の
所
以
を
考
え
た
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と
き
、
ま
ず
は
怒
っ
た
事
な
ど
な
い
と
い
い
な
が
ら
怒
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
生
ま
れ
て
い
る
矛
盾
に
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
点
に
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
話
に
お
け
る
修
行
者
の
失
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
修
行
者
に
対
す
る
上
人
の
言
葉
に
、「
凡
夫
は
、
貪
瞋
痴

の
三
毒
を
具
せ
り
」「
聖
人
に
て
お
は
し
ま
さ
ば
、
さ
も
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
修
行
者
の
身
か
ら
す
れ
ば
腹
を
立
て
ぬ
こ
と
は
、

三
毒
の
ひ
と
つ
の
瞋
恚
を
克
服
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
解
脱
に
近
づ
く
大
き
な
徳
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
見
た

と
き
、
己
は
腹
を
立
て
た
こ
と
が
な
い
と
言
い
張
る
こ
の
修
行
者
の
姿
は
、「
罪
障
の
除
こ
ほ
る
」
も
の
と
も
、「
正
直
」
と
も
思
わ
れ
な
い
。

も
し
か
し
た
ら
何
気
な
い
言
葉
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
に
学
識
を
以
っ
て
つ
っ
か
か
る
上
人
と
の
や
り
取
り
の
末
の
不
覚
、
と
い
う
滑

稽
の
趣
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
一
度
「
凡
夫
の
習
ひ
…
…
無
言
聖
に
似
た
り
」
と
い
う
文
を
見
る
に
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
れ
は

非
難
を
避
け
ら
れ
な
い
話
で
あ
る
と
思
う
。

　

で
は
、
対
し
て
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
で
は
な
い
嗚
呼
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
嗚
呼
の
話
と
思
わ
れ
る
も
の
を
考

え
た
と
き
、
同
じ
く
米
沢
本
巻
八
ノ
二
「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
の
条
に
収
め
ら
れ
る
、
賊
を
取
り
逃
が
し
た
僧
達
の
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
腹
を
立
て
な
い
と
い
っ
て
腹
を
立
て
た
修
行
者
の
話
の
前
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
る
。
賊
を
手
で
捕
ま
え
た
も

の
の
縛
り
方
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
助
け
を
呼
ぶ
よ
う
言
わ
れ
た
の
に
呼
び
に
い
っ
た
先
で
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
食
事
を
共
に
し
て
し
ま
っ
た

り
と
、
登
場
す
る
人
物
達
が
皆
ど
こ
か
抜
け
て
い
て
「
嗚
呼
」
の
話
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
話
の
末
尾
に
語
ら
れ

る
「
こ
れ
は
嗚
呼
が
ま
し
け
れ
ど
も
、
賊
人
を
も
刃
傷
殺
害
し
、
我
れ
も
損
じ
た
ら
ま
し
か
ば
、
罪
な
る
べ
し
。
中
々
罪
な
き
事
は
、
嗚
呼

が
ま
し
き
所
あ
る
べ
し
」
と
い
う
文
で
あ
る
。
結
局
賊
人
を
取
り
逃
が
す
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
の
に
、
末
尾
の
文
で
は
、
賊
人
を
捕
ら
え

て
傷
つ
け
て
殺
し
、
己
も
傷
つ
け
ら
れ
て
は
罪
に
な
る
、
か
え
っ
て
「
嗚
呼
が
ま
し
き
所
」
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
こ

の
結
末
を
好
ま
し
く
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
、
本
来
な
ら
ば
避
け
る
べ
き
所
を
避
け
ず
、
通
常
な
ら
ば
為
す
べ
き
所
を
為
さ
ず
、
か
え
っ
て
よ
い
結
果
を
迎
え
る
、
と
い
う
旨
の

話
を
、『
沙
石
集
』
は
こ
れ
以
外
に
も
収
録
し
て
い
る
。
米
沢
本
巻
三
ノ
一
「
癲
狂
人
が
利
口
の
事
」
の
冒
頭
の
説
話
や
、巻
十
末
ノ
十
二
「
諸

宗
の
旨
を
自
得
し
た
る
事
」
中
の
、
和
泉
式
部
が
貴
布
禰
に
て
敬
愛
の
祭
り
を
す
る
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
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前
者
の
話
は
巻
三
の
一
番
始
め
に
語
ら
れ
る
説
話
で
、
こ
の
後
に
偏
執
を
否
定
す
る
説
話
と
論
述
が
展
開
し
て
い
く
。
後
者
の
話
は
巻
十

末
の
中
の
、「
格
」
を
越
え
る
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
部
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る）

12
（

。
い
ず
れ
も
流
布
本
『
沙
石
集
』
に
も
収

録
さ
れ
て
い
る
説
話
で
、
無
住
の
愚
俗
教
化
に
は
欠
か
せ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
ら
し
い
。

　

先
の
賊
人
を
取
り
逃
が
し
た
嗚
呼
説
話
を
今
挙
げ
た
二
話
と
全
く
同
じ
扱
い
に
す
る
に
は
抵
抗
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
嗚
呼
説
話
が
右

の
二
話
を
称
揚
す
る
『
沙
石
集
』
に
お
い
て
、
非
難
の
的
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

嗚
呼
が
ま
し
き
人
は
そ
の
嗚
呼
が
ま
し
さ
が
ゆ
え
に
事
を
過
つ
が
、
常
人
が
通
る
道
を
通
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
そ
の

事
件
は
、
必
ず
し
も
非
難
の
的
と
な
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
常
の
人
と
は
か
け
離
れ
た
発
想
に
よ
る
言
動
は
毒
気
の
な
い
滑
稽

と
し
て
人
の
興
を
誘
っ
た
り
、
あ
る
い
は
偶
然
に
も
無
住
の
仏
教
理
念
の
深
層
に
飛
び
込
ん
で
き
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に

様
々
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
嗚
呼
は
嗚
呼
、
そ
も
そ
も
褒
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
愚
か
な
人
々
で
あ
る
。
こ

の
玉
虫
色
的
な
性
質
を
、
良
い
も
の
悪
い
も
の
と
区
別
し
得
ぬ
ま
ま
、「
嗚
呼
」
一
言
で
ま
と
め
た
結
果
、
米
沢
本
に
お
け
る
「
嗚
呼
」
の

曖
昧
な
姿
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　
「
ヲ
コ
」
で
は
な
い
「
ヲ
コ
」

　

で
は
梵
舜
本
の
「
嗚
呼
」
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
梵
舜
本
の
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
陳
述
部
分
に
は
、全
体
的
に
「
嗚
呼
」

に
肩
入
れ
す
る
記
述
を
端
か
ら
消
し
て
い
っ
た
よ
う
な
趣
が
あ
る
と
第
一
節
で
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
図
な
の
か
。
こ
れ
を
探

る
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
ほ
か
に
見
え
る
米
沢
本
と
梵
舜
本
と
の
間
の
違
い
を
整
理
し
て
み
る
。

　

ま
ず
米
沢
本
と
の
大
き
な
違
い
は
巻
八
の
条
数
で
あ
る
。
米
沢
本
で
は
興
福
寺
の
智
運
房
の
話
か
ら
尾
州
の
あ
る
山
寺
法
師
の
話
ま
で
の

五
話
も
、
第
二
節
で
掲
げ
た
嗚
呼
説
話
二
話
も
、
す
べ
て
「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
の
一
条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
梵
舜
本
で
は
巻
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の
始
め
の
「
忠
寛
（
正
信
房
）
事
」
の
条
の
次
に
、
条
を
改
め
て
「
興
福
寺
智
運
房
事
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
も
個
々
の
人
物

や
出
来
事
で
条
を
次
々
に
つ
く
っ
て
お
り
、
一
条
の
中
に
入
っ
て
い
る
話
の
数
は
一
つ
乃
至
二
つ
が
大
半
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
大
き
な
違
い
は
巻
八
に
「
利
口
」
の
条
と
「
魂
魄
」
の
条
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
流
布
本
で
削
除
さ
れ
た
説
話

の
う
ち
、
米
沢
本
巻
八
に
見
ら
れ
る
説
話
は
す
べ
て
「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
見
え
た
説
話
は
ほ
ぼ

嗚
呼
を
主
題
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
梵
舜
本
で
は
嗚
呼
と
は
異
質
の
、
更
に
言
え
ば
対
極
の
存
在
で
あ
る
利
口
と
魂
魄
が
独
立
し
た

条
を
持
っ
て
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
」
巻
で
あ
る
巻
八
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
へ
来
て
思
い
出
し
て
お
く
こ
と
は
梵
舜
本
の
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
陳
述
部
分
か
ら
、「
嗚
呼
」
に
肩
入
れ
す
る
よ
う
な

記
述
が
消
え
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
今
挙
げ
た
事
柄
を
ま
と
め
て
み
た
と
き
、「
嗚
呼
」の
隣
に
、「
嗚
呼
」と
は
対
極
に
位
置
す
る
「
利

口
」
や
「
魂
魄
」
の
条
を
置
く
事
で
、「
嗚
呼
」
の
非
を
浮
き
彫
り
に
し
、「
利
口
」
や
「
魂
魄
」
の
美
点
を
讃
え
、
米
沢
本
の
時
点
で
曖
昧

だ
っ
た
「
嗚
呼
」
に
対
す
る
立
場
を
こ
こ
に
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
梵
舜
本
巻
八
を
見
回
し
て
み
る
と
、
む
し
ろ
米
沢
本
よ
り
も
巻
の
姿
勢
が
曖
昧
に
な
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
。
そ
の

訳
は
、
米
沢
本
で
「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
の
条
に
収
め
ら
れ
て
い
た
説
話
は
、
そ
の
説
話
が
「
嗚
呼
」
を
主
題
と
す
る
も
の
だ
と
い
う

事
を
条
の
題
か
ら
推
察
で
き
た
が
、
条
の
題
が
個
々
の
人
物
の
名
前
や
行
動
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
梵
舜
本
で
は
、
そ
の
説
話
が
「
嗚
呼
」

の
者
の
話
な
の
か
ど
う
か
が
分
か
り
に
く
く
、
さ
ら
に
「
小
法
師
利
口
事
」
や
「
魂
魄
ノ
俗
事
」
と
い
っ
た
「
嗚
呼
」
と
は
異
質
の
条
が
紛

れ
込
ん
で
い
る
た
め
、
よ
り
一
層
説
話
の
主
題
や
是
非
を
混
乱
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
の
が
説
話
の
内
容

そ
の
も
の
で
あ
る
。
条
の
題
の
中
に
「
ヲ
コ
」
と
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
「
ヲ
コ
」
の
者
が
痛
い
目
に
遭
う
事
も
な
く
、
無
住
自
身
の
言
葉
に

よ
る
非
難
も
ま
っ
た
く
見
え
な
い
話）

13
（

も
あ
れ
ば
、
他
の
条
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
貶
め
ら
れ
る
「
ヲ
コ
」
の
話
も
あ
り
、「
嗚
呼
」
に
対

す
る
無
住
の
姿
勢
は
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
条
を
改
め
、
新
た
に
「
利
口
」
や
「
魂
魄
」
の
条
を
巻
八
に
い
れ
た
事
が
、
本
当
に
巻
の
姿
勢
を
曖
昧
に
し
て
い
る
の
か
。
こ

こ
で
、
他
の
条
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
貶
め
ら
れ
る
「
ヲ
コ
」
の
話
と
、
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
条
の
一
連
を
見
、
梵
舜
本
巻
八
の
姿
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勢
を
探
っ
て
み
た
い
。
以
下
に
梵
舜
本
巻
八
中
の
条
を
三
つ
連
続
し
て
掲
げ
る
。
条
の
始
め
に
あ
る
数
字
は
論
者
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

㈠
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
俗
事
…
一
つ
目
の
話
は
大
き
な
傷
跡
の
あ
る
顔
、
い
わ
く
あ
り
げ
な
名
前
（
鬼
九
郎
）、
そ
し
て
物
々
し
げ
な
態
度
も

あ
っ
て
召
抱
え
ら
れ
た
後
大
事
に
さ
れ
た
が
、
同
僚
に
訊
ね
ら
れ
て
、
実
は
大
し
た
者
で
は
な
い
こ
と
を
明
か
し
た
結
果
、「
尾
篭
ノ
物
」

と
判
明
し
て
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
男
の
話
で
あ
る）

14
（

。
結
局
こ
の
男
が
「
尾
篭
ノ
物
」
だ
と
判
明
し
て
主
人
は
鬼
九
郎
を
追
い
出
す
の
だ

が
、
無
住
は
こ
の
話
に
つ
い
て
、「
無
詮
物
語
ニ
テ
ゾ
ア
リ
ケ
ル
」
と
い
い
、
何
の
益
に
も
な
ら
な
い
話
だ
と
評
し
て
い
る
。

　

㈡
魂
魄
ノ
俗
事
…
二
つ
目
の
話
は
や
は
り
己
を
召
抱
え
て
も
ら
お
う
と
公
卿
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
「
一
切
智
者
ノ
判
官
代
」
の
話
で
あ

る
。
ど
ん
な
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
物
知
り
だ
と
し
て
己
を
売
り
込
み
、
召
抱
え
ら
れ
た
後
、
己
の
全
く
知
ら
な
い
も
の
を
訊
ね
ら
れ
て

も
機
転
を
利
か
せ
て
（
適
当
な
こ
と
を
言
っ
て
）
窮
地
を
脱
し
た
、
と
い
う
話
と
な
っ
て
い
る）

15
（

。
無
住
は
こ
の
判
官
代
に
つ
い
て
「
鬼
九
郎

ニ
ハ
似
ズ
魂
魄
人
ナ
リ
ケ
リ
」
と
評
し
、「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
俗
」
こ
と
「
鬼
九
郎
」
と
は
別
物
の
、「
魂
魄
人
」
と
い
う
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

㈢
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
…
三
つ
目
の
話
は
、
こ
れ
も
や
は
り
熊
野
の
別
当
の
も
と
に
己
を
召
抱
え
て
も
ら
お
う
と
や
っ
て
き
た
男
の
話

で
あ
る
。
こ
の
話
は
和
州
長
谷
河
ノ
邊
と
い
う
出
身
地
を
気
に
入
ら
れ
、
通
さ
れ
た
酒
の
席
で
無
礼
を
は
た
ら
く
も
、
予
想
だ
に
し
な
い
返

答
を
し
て
笑
わ
れ
て
気
に
入
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る）

16
（

。
こ
の
男
に
つ
い
て
無
住
は
「
鬼
九
郎
ニ
ハ
勝
ケ
リ
。
是
ハ
尾
篭
ノ
事

ニ
ハ
不
レ

）
17
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
鬼
九
郎
よ
り
は
優
れ
た
人
物
だ
と
評
し
て
い
る
。

　

以
上
三
話
を
通
し
て
、
鬼
九
郎
と
い
う
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
俗
」
が
、
無
住
か
ら
褒
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
つ
ま
ら
ぬ
者
と
し
て
の
扱
い
を
受

け
て
い
る
事
は
見
て
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
つ
の
話
の
中
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
三
つ
目
の
㈢
「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」

の
話
で
あ
る
。

　

こ
の
㈢
の
男
と
は
何
な
の
か
。
話
の
終
わ
り
に
「
是
ハ
尾
篭
ノ
事
ニ
ハ
不
レ

」
と
あ
る
事
か
ら
、
ま
ず
「
尾
篭
」
で
は
な
い
事
は
確
実

だ
ろ
う
。
で
は
、
㈡
の
条
で
ヲ
コ
の
男
鬼
九
郎
と
は
別
物
と
さ
れ
た「
魂
魄
」の
人
な
の
か
。
藤
本
徳
明
氏
の
論
文）

18
（

で
は
こ
の
㈢
の
話
も「
魂

魄
」
の
人
物
の
話
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

米
沢
本
・
梵
舜
本
を
合
わ
せ
て
、
今
見
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
魂
魄
」
の
語
が
出
て
く
る
の
は
確
認
で
き
た
中
で
は
四
話
あ
る
。
こ
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の
う
ち
二
つ
は
今
挙
げ
た
三
つ
の
条
の
う
ち
の
後
ろ
二
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
つ
は
第
一
節
の
武
士
の
項
目
で
言
及
し
た
、
妻
の
も
と
に
裕

福
な
経
師
が
忍
ん
で
通
っ
て
い
る
所
を
押
さ
え
、言
葉
と
刀
に
よ
っ
て
家
を
交
換
さ
せ
た
貧
し
い
侍
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
と
の
一
つ
は
、

米
沢
本
巻
八
の
「
嗚
呼
が
ま
し
き
人
の
事
」
の
条
に
収
め
ら
れ
る
、
人
を
馬
に
変
え
る
術
を
持
っ
て
い
る
と
ほ
ら
を
吹
き
、
地
頭
の
も
て
な

し
を
存
分
に
受
け
た
修
行
者
の
話
で
あ
る
。
こ
の
修
行
者
の
話
の
終
わ
り
に
は
、「
修
行
者
は
魂
魄
の
者
な
り
。
地
頭
が
す
か
さ
れ
た
る
、

嗚
呼
が
ま
し
く
こ
そ
。
仏
法
の
中
に
、「
四
依
、
義
に
依
り
て
言
に
依
ら
ず
」
と
云
ふ
は
、
た
だ
言
に
よ
り
て
、
義
を
心
得
ぬ
事
は
悪
き
事

な
り）

19
（

」
と
い
う
文
が
あ
り
、
こ
の
話
の
主
眼
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
嗚
呼
」
な
地
頭
の
失
敗
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
四
つ
の
話
の
う
ち
、
㈢
の
話
以
外
は
、
そ
の
人
物
が
魂
魄
の
者
で
あ
る
こ
と
を
「
魂
魄
人
ナ
リ
ケ
リ
」「
魂
魄
の
仁
な
り
」「
修
行
者

は
魂
魄
の
者
な
り
」
と
明
快
に
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
㈢
の
話
の
文
中
に
は
そ
の
よ
う
な
部
分
は
な
い
。
た
だ
、「
尾
篭
」
で
は
な
い
と
言

う
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
尾
篭
」
と
は
違
う
、
と
断
り
を
い
れ
る
と
い
う
事
は
、
断
り
な
し
に
見
て
は
一
見
「
尾
篭
」
と
受
け
取
れ
る
話

だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
ま
た
、
㈡
の
終
わ
り
で
、「
鬼
九
郎
ニ
ハ
似
ズ
」
と
、
鬼
九
郎
と
判
官
代
が
異
質
の
も
の
で
あ
る
事
を
述
べ
て
い
る

の
に
比
べ
る
と
、㈢
の
話
の
終
わ
り
に
あ
る
「
鬼
九
郎
ニ
ハ
勝
ケ
リ
」
と
い
う
表
現
に
は
、鬼
九
郎
と
こ
の
男
が
優
劣
を
競
え
る
距
離
、も
っ

と
言
う
な
ら
ば
、
同
じ
土
俵
の
上
に
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

三
つ
目
の
条
の
題
は
、「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」
で
あ
る
。
こ
の
条
の
題
を
見
て
本
文
を
見
た
と
き
、
召
抱
え
て
も
ら
お
う
と
や
っ
て

き
た
こ
の
男
の
一
連
の
行
動
が
、「
タ
ケ
」
き
こ
と
を
売
り
込
も
う
と
す
る
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
事
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
男
に
は
嗚
呼
の
者
と
近
し
い
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
節
が
あ
る
事
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
も
う
一
度
条
の
題
を
読
も
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ
を
文
面
そ
の
ま
ま
に
、「
魂
魄
の
行
動
を
と
っ
た
」
者
と
だ
け
受
け
取
っ
て
お
く

事
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
意
図
し
て
言
葉
行
動
巧
み
に
立
ち
回
っ
た
柔
軟
で
強
か
な
「
魂
魄
」
の
者
で
は
な
く
、
単

純
に
世
の
常
識
を
弁
え
ず
恐
れ
多
い
行
動
を
取
っ
た
、
し
か
し
そ
の
怖
い
も
の
知
ら
ず
な
言
動
が
「
魂
魄
」
の
行
動
と
見
え
た
、
と
い
う
男
、

こ
れ
が
㈢
「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」
の
男
の
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
今
一
度
考
え
る
に
、
こ
の
男
と
は
「
何
」
な
の
か
。
妻
の
も
と
に
裕
福
な
経
師
が
忍
ん
で
通
っ
て
い
る
所
を
押
さ
え
、
言
葉
と
刀
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に
よ
っ
て
家
を
交
換
さ
せ
た
貧
し
い
侍
の
話
で
は
、
話
が
広
く
伝
わ
っ
て
「
上
に
も
聞
食
し
て
、「
魂
魄
の
仁
な
り
。
神
妙
に
し
た
り
」
と

て
、
御
恩
蒙
り
て
、
弥
々
富
み
栄
え
て
あ
り
け
る
」
と
ま
で
な
り
、
侍
は
褒
賞
ま
で
受
け
て
い
る
。
対
し
て
㈢
「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」

の
男
の
受
け
た
扱
い
は
、「
別
當
ヨ
リ
始
テ
咲
愛
ニ
ケ
リ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
挙
げ
た
魂
魄
の
侍
の
主
人
か
ら
受
け
た
扱
い
が
、
意

図
し
て
言
葉
行
動
巧
み
に
立
ち
回
っ
た
柔
軟
で
強
か
な
者
に
対
し
て
褒
賞
を
与
え
る
、
と
い
う
や
や
構
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、

や
は
り
魂
魄
の
者
と
は
違
う
た
め
か
、
な
ん
と
も
気
軽
な
も
の
で
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
侍
百
人
の
座
の
中
で
、
別
当
や
長
老
者
に
と
ん
で

も
な
い
無
礼
を
働
い
て
お
き
な
が
ら
、「
別
當
ヨ
リ
始
テ
咲
愛
ニ
ケ
リ
」
で
済
ん
だ
所
以
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
訳
は
本
文
に
書
か
れ
て
あ

る
通
り
、
男
が
答
え
た
そ
の
様
が
「「
順
ノ
事
カ
ト
思
候
テ
」
ト
テ
、
ウ
チ
咲
タ
リ
ケ
ル
事
ガ
ラ
、
實
ニ
惡
イ
ケ
ナ
ク
見
」
え
た
か
ら
で
あ

る
。
世
の
常
識
を
弁
え
な
い
で
恐
れ
多
い
行
動
を
取
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
返
答
に
毒
気
が
無
い
正
直
さ
に
よ
っ
て
笑
わ
れ
て
許
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
、
か
つ
て
の
米
沢
本
で
「
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
で
は
な
い
嗚
呼
」
に
類
さ
れ
得
る
話
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
梵
舜
本
に
お
け
る
「
ヲ
コ
」
に
対
す
る
見
方
は
米
沢
本
と
は
違
う
。
梵
舜
本
は
「
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
ヲ
集
ル
心
」
陳
述
部
分
か

ら
、
米
沢
本
に
は
あ
っ
た
「
嗚
呼
」
に
肩
入
れ
す
る
よ
う
な
記
述
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
こ
の
㈢
「
魂
魄
ノ

振
舞
シ
タ
ル
事
」
の
話
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
米
沢
本
に
お
い
て
「
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
で
は
な
い
嗚
呼
」
に
分
類
さ
れ
そ
う
な
こ
の
話

が
、
梵
舜
本
で
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
目
を
戻
し
て
み
る
と
、
梵
舜
本
で
は
こ
の
話
を
「
尾
篭
」
の
話
で
は
な

い
、
と
念
を
押
し
て
非
難
の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

㈢
「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」
の
話
に
続
く
文
に
は
、「
ヲ
コ
ノ
物
ナ
ラ
バ
、
憖
事
シ
出
シ
テ
、
人
ヲ
モ
損
ジ
、
我
モ
亡
ベ
キ
ニ
、
イ
ミ

ジ
ク
振
舞
タ
ル
事
ヲ
カ
キ
ヲ
キ
テ
、
尾
篭
ノ
物
ノ
カ
ヾ
ミ
ニ
セ
ム
ト
ナ
リ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
梵
舜
本
に
お
け
る
「
ヲ
コ
」
と
は
、

余
計
な
事
を
し
て
他
人
を
害
し
、自
分
も
破
滅
さ
せ
る
者
の
こ
と
で
、こ
こ
で
は
完
全
に
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。さ
ら
に
続
く
文
で
は
、

「
ヲ
コ
ノ
物
ハ
、
戲
レ
ヲ
ト
ガ
メ
テ
事
ヲ
出
ス
。
賢
キ
物
ハ
、
實
ヲ
モ
戲
ニ
シ
テ
事
ヲ
ア
ヤ
マ
タ
ズ
。
能
々
可
レ
有
レ
心
ヲ
ヤ
」
と
述
べ
て
お

り
、
話
の
内
容
を
振
り
返
る
に
、
こ
こ
に
言
う
「
ヲ
コ
ノ
物
」
は
㈠
の
鬼
九
郎
を
指
し
、「
賢
キ
物
」
は
㈡
の
判
官
代
を
指
し
て
い
る
よ
う

に
受
け
取
れ
る
。
そ
し
て
、
賢
い
訳
で
は
な
い
㈢
の
男
は
、「
是
ハ
尾
篭
ノ
事
ニ
ハ
不
レ

」
か
ら
続
く
一
連
の
文
章
に
よ
っ
て
、「
賢
キ
物
」
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で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
こ
れ
は
「
尾
篭
ノ
物
」
と
も
違
う
の
だ
、
と
強
く
線
引
き
を
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
で
は
な
い
嗚
呼
」
と
い
う
の
は
本
稿
で
便
宜
上
そ
う
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
実
際
は
米
沢
本
で
は
非
難
の
的

と
な
る
嗚
呼
と
そ
う
で
は
な
い
嗚
呼
の
線
引
き
は
さ
れ
ず
、
良
し
悪
し
の
別
な
く
す
べ
て
「
嗚
呼
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
梵
舜
本
の
こ
の
三
つ
の
条
に
見
え
る
態
度
は
、
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
と
そ
う
で
は
な
い
嗚
呼
の
線
引
き
を
試
み
た
も
の

と
受
け
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
魂
魄
」
を
挿
ん
だ
目
的
は
、
こ
う
し
て
書
き
つ
け
ら
れ
る
程
に
類
ま
れ
な
発
想
の
瞬
発
力
、
即
ち
機
転

を
以
っ
て
、
眼
前
の
問
題
を
乗
り
越
え
得
た
例
を
示
し
、
続
く
話
の
男
が
「
ヲ
コ
」
な
ら
で
は
の
突
飛
な
行
動
と
発
想
に
よ
っ
て
あ
る
意
味

場
を
収
め
た
こ
と
に
も
、
見
る
べ
き
も
の
あ
り
、
と
道
を
整
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　
「
か
の
金
を
求
む
る
者
は
」

　

第
四
節
で
は
米
沢
本
に
お
い
て
は
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
と
そ
う
で
は
な
い
嗚
呼
の
間
に
は
区
別
が
無
い
状
態
で
あ
っ
た
の
が
、
梵
舜
本

で
は
そ
の
間
に
線
を
引
こ
う
と
し
た
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
で
は
、何
ゆ
え
梵
舜
本
で
そ
の
様
に
線
引
き
を
試
み
た
の
か
。

一
つ
の
考
察
を
し
て
終
わ
る
。

　

㈢
「
魂
魄
ノ
振
舞
シ
タ
ル
事
」
よ
り
も
後
に
、「
便
船
シ
タ
ル
法
師
事
」
と
い
う
説
話
が
あ
る
。
こ
の
話
は
船
に
乗
せ
て
も
ら
お
う
と
す

る
法
師
の
、
言
う
言
葉
言
う
言
葉
こ
と
ご
と
く
が
船
乗
り
に
と
っ
て
の
忌
み
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
話
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
忌
み

言
葉
を
重
ね
ら
れ
、
始
め
怒
っ
て
法
師
の
乗
船
を
許
さ
な
か
っ
た
船
乗
り
も
、
終
い
に
は
こ
こ
ま
で
く
る
と
か
え
っ
て
た
い
し
た
も
の
だ
と

笑
い
、
法
師
を
船
に
乗
せ
る
事
に
な
る
。

　

こ
の
話
に
、「
ヲ
コ
」
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
船
乗
り
に
と
っ
て
の
禁
忌
を
無
邪
気
に
破
る
こ
の
法
師
に

対
し
て
、
無
住
は
「
サ
ノ
ミ
コ
ソ
、
船
コ
ト
バ
ト
リ
ア
ツ
メ
テ
、
惡
ツ
ヾ
ケ
タ
リ
ケ
レ
」
と
い
う
の
み
で
、
何
ひ
と
つ
非
難
し
て
い
な
い
。
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こ
の
話
も
ま
た
、「
ヲ
コ
」
を
非
難
す
る
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
ど
う
い
う
話
な
の
か
。
船
乗
り
の
忌
み
言
葉
を
知
ら
ず
、
遠
慮
な
く
忌
み
言
葉
を
連
発
す
る
こ
の
法
師
は
ま
ず
、「
賢
キ
物
」
で
は

あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
、
に
も
拘
ら
ず
と
い
う
べ
き
か
、
法
師
の
口
か
ら
出
た
言
葉
は
、
利
口
の
条
や
和
歌
の
条
で
語

ら
れ
る
よ
う
な
、
も
の
の
見
事
な
掛
詞
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
上
、
そ
の
全
て
が
忌
み
言
葉
に
掛
か
る
た
め
、

失
敗
談
と
さ
れ
る
事
が
本
来
で
あ
る
事
か
ら
、
利
口
の
条
や
和
歌
の
条
で
賞
賛
す
べ
き
も
の
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
事
は
難
し
い
。
し
か
し
、

こ
の
話
は
失
敗
談
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
。「
賢
キ
物
」
で
は
な
い
法
師
は
、
忌
み
言
葉
を
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
決
ま
り

0

0

0

を

破
る
も
、
短
時
間
に
い
く
つ
も
の
掛
詞
を
発
生
さ
せ
、
本
来
嫌
が
る
は
ず
の
船
乗
り
さ
え
も
感
心
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
意
図
せ
ず
に
、
か
く

あ
る
べ
し
と
い
う
常
識
を
越
え
て
し
ま
う
も
、
そ
こ
に
利
口
に
匹
敵
す
る
見
所
が
発
生
す
る
話
な
の
で
あ
る
。

　

巻
十
末
の
「
格
を
越
え
て
格
に
当
る
」
こ
と
を
語
る
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

凡
そ
世
間
出
世
の
、
格
を
超
え
て
格
に
当
る
に
、
当
ら
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
格
の
中
に
し
て
格
を
出
で
ざ
る
は
、
あ
る
時
は
当
た
り
、
あ
る
時
は

当
ら
ず
。
そ
の
故
は
、
礼
儀
を
存
じ
て
、
ま
た
折
を
知
り
、
時
に
随
ひ
て
礼
儀
に
関
ら
ざ
る
、
こ
れ
格
を
越
え
た
る
人
な
る
べ
し
。（
米
沢
本
巻

十
末
ノ
十
二
）

　

こ
こ
で
無
住
が
称
揚
し
て
い
る
の
は
、「
礼
儀
を
存
じ
て
、ま
た
折
を
知
り
、時
に
随
ひ
て
礼
儀
に
関
ら
ざ
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
人
、

即
ち
そ
れ
が
格
を
越
え
て
格
に
当
る
人
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
礼
儀
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
そ
れ
に
縛
ら
れ
ず
、
折
を
知
り
、
時
に
随
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
『
沙
石
集
』
締
め
く
く
り
の
往
生
伝
に
入
る
前
に
語
る
、
最
後
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

　

無
住
は
和
歌
に
し
て
も
連
歌
に
し
て
も
利
口
に
し
て
も
、
即
興
や
機
転
と
も
呼
べ
る
、
そ
の
場
限
り
の
興
、
そ
の
場
だ
か
ら
こ
そ
の
興
を

よ
く
書
き
と
め
て
い
る
。「
時
ニ
臨
テ
」
名
前
を
つ
け
る
な
ど
、
魂
魄
の
話
の
中
に
も
そ
の
場
そ
の
場
で
知
恵
を
見
せ
、
切
り
抜
け
て
い
く

能
力
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
見
え
る
類
ま
れ
な
発
想
の
瞬
発
力
は
、
時
と
し
て
も
の
の
見
方
を
変
え
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
あ
る
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い
は
偏
執
を
捨
て
さ
せ
る
論
述
の
力
強
い
種
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
若
音
や
利
口
の
者
、
魂
魄
の
者
た
ち
は
己
の
才
覚
を
発
揮
し
、
機
転
を
利
か
せ
当
意
即
妙
の
歌
、
言
、
行
動
を
見
せ
た
。
対
し

て
嗚
呼
の
者
は
常
識
に
囚
わ
れ
な
い
発
想
と
た
め
ら
い
な
き
行
動
力
に
よ
っ
て
、
常
人
で
は
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
道
を
走
り
ぬ
け
た
。
無

住
は
そ
の
よ
う
な
嗚
呼
の
中
に
、
格
に
縛
ら
れ
ず
事
を
成
す
者
が
あ
る
こ
と
を
人
々
に
知
ら
し
め
、
格
を
超
え
る
こ
と
を
勧
め
る
話
の
種
と

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
巻
十
末
ノ
十
二
に
言
う
「
礼
儀
を
知
ら
ず
、
格
式
を
弁
へ
ざ
る
」
者
ま
で
一
緒
に

称
揚
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
に
、
梵
舜
本
に
お
け
る
、
非
難
の
的
と
な
る
嗚
呼
と
そ
う
で
は
な
い
嗚
呼
の
、
線
引
き
の
試
み
の
動
機

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
『
沙
石
集
』
序
文
で
は
、
こ
の
書
の
名
の
由
来
を
語
っ
て
、

か
の
金
を
求
む
る
者
は
沙
を
捨
て
て
こ
れ
を
と
り
、
玉
を
瑩
く
類
は
石
を
破
り
て
こ
れ
を
拾
ふ
。
仍
て
沙
石
集
と
名
づ
く
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
米
沢
本
巻
八
に
お
い
て
沙
混
じ
り
だ
っ
た
嗚
呼
説
話
を
、「
魂
魄
」
や
「
利
口
」

と
い
う
指
標
を
以
っ
て
、
捨
て
る
べ
き
沙
と
、
と
る
べ
き
金
と
に
分
け
よ
う
と
し
た
の
が
、
梵
舜
本
巻
八
の
時
点
の
姿
勢
だ
っ
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
梵
舜
本
巻
八
に
お
い
て
は
、
こ
の
金
に
あ
た
る
「
嗚
呼
」
に
名
前
を
つ
け
て
沙
の
「
嗚
呼
」
と
完
全
に
分
け
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
㈠
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
俗
事
の
前
に
あ
る
説
話
に
は
、「
憖
事
シ
出
シ
テ
、
人
ヲ
モ
損
ジ
、
我
モ
亡
」
よ
う
な
話
で
も
な
け
れ
ば
「
戲

レ
ヲ
ト
ガ
メ
テ
事
ヲ
出
ス
」
話
で
も
な
い
も
の
に
「
ヲ
コ
」
と
い
う
言
葉
が
つ
く
も
の
も
あ
る
。
こ
の
、
沙
と
金
の
分
類
が
完
遂
し
得
な

か
っ
た
た
め
、
梵
舜
本
巻
八
は
雑
多
な
印
象
を
与
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
他
所
で
見
受
け
ら
れ
る
よ
う

な
論
説
部
分
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
類

が
徹
底
さ
れ
る
前
に
、
流
布
本
『
沙
石
集
』
の
姿
へ
の
改
稿
を
迎
え
、
巻
八
の
嗚
呼
説
話
は
砂
と
紛
れ
て
捨
て
ら
れ
る
事
と
な
る
。
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米
沢
本
・
梵
舜
本
に
は
、
仏
教
を
念
頭
に
置
か
ず
と
も
楽
し
く
読
め
る
話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
米
沢
本
巻
四
ノ
一
に
は
、「
愚
老
、

昔
よ
り
物
語
を
愛
し
好
み
侍
り
し
故
に
、
修
行
の
暇
を
か
き
て
、
徒
ら
事
を
書
き
置
き
侍
る
。
身
な
が
ら
も
、
こ
の
癖
や
ま
ざ
る
故
な
り
。」

と
あ
り
、
無
住
自
身
そ
の
様
な
話
を
率
先
し
て
集
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
巻
八
に
お
け
る
、
後
の
流
布
本
で
削
除
さ
れ
る
嗚
呼
説

話
群
は
、
愚
俗
教
化
を
謳
う
『
沙
石
集
』
の
う
ち
で
、
無
視
で
き
な
い
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
以
上
、
集
め
た
笑
話
を
単
に
披
露
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
凡
人
や
賢
キ
物
が
頭
を
い
く
ら
絞
っ
て
も
出
し
え
な
い
、
格
も
何
も
か
も
飛
び
越
え
て

ゆ
く
破
格
の
発
想
が
、
沙
を
取
り
払
う
こ
と
を
待
っ
て
、
し
ま
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び

　
『
沙
石
集
』
は
、
流
布
本
と
そ
れ
以
前
で
は
目
指
す
と
こ
ろ
が
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
は
本
稿
で
は
扱
い
得
な
か
っ

た
説
経
師
の
条
構
成
か
ら
も
わ
ず
か
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
巻
五
の
歌
説
話
や
巻
八
の
嗚
呼
説
話
に
お
い
て
は
、
米
沢

本
か
ら
梵
舜
本
へ
の
改
稿
の
方
向
性
を
探
り
つ
つ
読
む
と
、
か
つ
て
無
住
が
、
流
布
本
『
沙
石
集
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
ず
っ
と

広
い
視
野
を
も
っ
て
「
格
を
超
え
て
格
に
当
る
」
こ
と
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
に
扱
っ
て

き
た
巻
八
の
嗚
呼
説
話
は
、
流
布
本
『
沙
石
集
』
の
姿
に
改
稿
さ
れ
る
に
及
び
全
て
削
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
梵
舜
本
で
の
積
極
的
な
増
補
を

思
う
と
、
こ
れ
は
無
住
に
と
っ
て
不
本
意
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

無
住
は
流
布
本
『
沙
石
集
』
の
巻
四
の
裏
書
に
、「
此
の
物
語
先
年
草
案
し
て
、
未ダ
レ
及バ
二
淸
書ニ
一
之
處
、
不
慮
に
都
鄙
に
披
露
す
」
と
述
べ
、

ま
た
同
じ
く
無
住
の
著
書
で
あ
る
『
雑
談
集
』
で
も
、「
先
年
沙
石
集
、
病
中
ニ
ヲ
カ
シ
ゲ
ニ
書
散
シ
テ
、
不
及
再
治
シ
テ
、
世
間
ニ
披
露
、

讃
敗
相
半
歟
」
と
語
っ
て
い
る
。
整
頓
不
十
分
な
『
沙
石
集
』
が
見
ら
れ
、
草
案
の
状
態
の
と
こ
ろ
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
「
讃
敗
相
半
歟
」

と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
て
無
住
は
仕
方
な
く
「
讃
」
を
取
り
入
れ
て
「
敗
」
と
さ
れ
た
部
分
を
排
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
梵
舜
本
か
ら
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流
布
本
の
状
態
へ
の
改
稿
の
傾
向
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
「
讃
」
に
あ
た
る
部
分
は
説
話
を
種
に
饒
舌
に
語
る
そ
の
語
り
口
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
無
住
が
各
所
で
整
頓
不
十
分
な
が
ら
も
人
目
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
上
「
敗
」
と
い
う
評
価
ま
で
下
さ
れ
た

こ
と
を
書
い
て
述
べ
る
程
に
、
不
本
意
中
の
不
本
意
と
し
な
が
ら
も
整
頓
の
た
め
に
削
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
部
分
こ
そ
、
広
い
視
野

で
も
っ
て
「
格
を
超
え
て
格
に
当
る
」
こ
と
を
推
し
進
め
よ
う
と
、
無
住
が
梵
舜
本
の
時
点
に
お
い
て
整
理
を
試
み
た
部
分
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。

（
1
）
小
島
孝
之
「『
沙
石
集
』
の
諸
本
と
無
住
の
唱
導
」（『
説
話
文
学
研
究
』
四
二　

二
〇
〇
七
年
七
月
）

（
2
）
土
屋
有
里
子
「
梵
舜
本
『
沙
石
集
』
考―

増
補
本
と
し
て
の
可
能
性
」（『
中
世
文
学
』
五
〇　

二
〇
〇
五
年
）

（
3
）
小
林
直
樹
「
沙
石
集
」（
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
第
9
巻
『
古
典
文
学
と
仏
教
』
岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
）

（
4
）
大
系
『
沙
石
集
』
解
説
よ
り
。

（
5
）
以
降
、
考
察
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

米
沢
本
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』

梵
舜
本
…
日
本
古
典
文
学
大
系
『
沙
石
集
』

内
閣
文
庫
本
（
※
）
…
内
閣
文
庫
蔵
『
沙
石
集
』
翻
刻
と
研
究

刊
本
（
貞
享
三
年
板
）
…
岩
波
文
庫
『
沙
石
集
』

米
沢
本
を
古
本
系
の
、
貞
享
三
年
板
の
刊
本
を
流
布
本
の
代
表
と
し
、
説
話
の
有
無
の
比
較
は
岩
波
文
庫
の
説
話
拾
遺
・
裏
書
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
は

そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
表
記
に
従
っ
た
。

（
6
）
ど
ん
な
に
短
く
と
も
、
人
物
、
或
は
時
が
違
う
も
の
は
ひ
と
つ
の
話
と
し
て
数
え
た
。
話
の
総
数
は
一
一
九
。

（
7
）
兄
弟
に
殺
さ
れ
た
俗
人
は
兄
弟
の
父
を
殺
す
こ
と
を
企
て
て
い
た
が
、
そ
れ
を
実
行
す
る
前
に
殺
さ
れ
る
。
兄
弟
は
伯
父
に
褒
め
ら
れ
る
も
の
の
、「
さ

し
て
も
隠
し
置
く
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
」
と
一
応
鎌
倉
へ
連
れ
ら
れ
て
い
く
。



42

（
8
）「
沙
石
集「
魂
魄
」説
話
考（
一
）（『
解
釈
』一
九
七
一
年
七
月
）「
沙
石
集「
魂
魄
」説
話
考（
二
）（『
解
釈
』一
九
七
二
年
二
月
）藤
本
氏
は
論
文
の
中
で「
魂

魄
」
を
、「
善
悪
や
真
偽
と
い
う
価
値
の
基
準
を
は
な
れ
た
所
で
、
弱
者
が
自
己
主
張
を
迫
ら
れ
る
状
況
が
前
提
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
中
で
、
情
勢
を
明

確
に
判
断
し
、
常
識
を
あ
る
点
で
踏
み
に
じ
っ
て
で
も
、
状
況
の
中
に
自
己
の
立
場
を
貫
徹
し
よ
う
と
い
う
知
恵
と
勇
気
の
持
主
」
と
し
て
い
る
。
大
系
頭

注
で
は
「
思
慮
の
あ
る
、
性
根
の
あ
る
の
意
」
と
し
て
い
る
。

（
9
）
片
岡
了
「
梵
舜
本
沙
石
集
巻
八
に
つ
い
て
」（『
文
芸
論
叢
』
一
四　

一
九
八
〇
年
三
月
）

（
10
）（
9
）
に
同
じ
。

（
11
）『
発
心
集
』
一
に
同
じ
美
作
の
僧
の
説
話
が
あ
る
。
同
じ
『
発
心
集
』
一
に
収
め
ら
れ
る
「
多
武
峯
僧
賀
上
人
、
遁
世
往
生
の
事
」
で
は
、
出
離
の
た
め

に
奇
行
を
重
ね
る
僧
賀
上
人
に
つ
い
て
、「
此
の
人
の
ふ
る
ま
ひ
、
世
の
末
に
は
物
狂
ひ
と
も
云
ひ
つ
べ
け
れ
ど
も
、
境
界
離
れ
ん
が
た
め
の
思
ひ
ば
か
り

な
れ
ば
、
其
れ
に
つ
け
て
も
、
あ
り
が
た
き
た
め
し
に
云
ひ
置
き
け
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）「
格
」
は
『
沙
石
集
』
を
収
束
さ
せ
る
巻
と
も
言
え
る
巻
十
末
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
、
格
式
、
き
ま
り
、
規
則
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
。
無

住
は
米
沢
本
巻
十
末
ノ
十
二
「
諸
宗
の
旨
を
自
得
し
た
る
事
」
で
、「
す
べ
て
は
礼
儀
を
知
ら
ず
、
格
式
を
弁
へ
ざ
る
は
云
ひ
が
ひ
な
し
。
凡
夫
の
智
恵
な

く
し
て
、
生
死
の
厭
ふ
べ
き
を
も
知
ら
ず
、
菩
提
の
欣
ふ
べ
き
を
も
知
ら
ず
、
徒
ら
に
流
転
す
る
が
如
し
。
礼
儀
を
弁
へ
て
、
堅
く
格
を
守
り
て
越
え
ざ
る

は
、
二
乗
の
生
死
を
厭
ひ
、
空
寂
に
住
し
て
、
衆
生
を
利
せ
ざ
る
が
如
し
。
礼
儀
を
存
じ
て
格
に
関
は
ら
ざ
る
は
、
菩
薩
の
生
死
を
出
て
、
菩
薩
に
住
せ
ず

し
て
、
群
生
を
利
す
る
が
如
し
」
と
述
べ
て
お
り
、「
格
」
を
弁
え
な
い
者
は
論
外
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
格
」
を
弁
え
、
な
お
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
こ

と
を
境
地
と
し
て
い
る
。
こ
の
米
沢
本
を
底
本
と
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』
の
解
説
で
小
島
孝
之
氏
は
、「
種
々
具
体
的
な
説
話
が
並
び
、

読
ん
で
行
く
上
で
は
巻
六
以
後
は
面
白
い
話
が
多
い
が
、
無
住
の
意
図
と
し
て
は
、
最
終
的
に
は
「
格
を
超
え
て
格
に
当
る
」
と
い
う
禅
の
考
え
方
を
称
揚

す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
格
」
と
い
う
言
葉
の
扱
い
に
つ
い
て
、
少
し
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
以
下
の
や
り
取

り
で
あ
る
。

一
、
あ
る
入
道
法
師
の
修
行
し
け
る
が
、
ま
た
、
若
き
尼
公
の
な
び
ら
か
な
る
、
同
じ
く
修
行
し
歩
く
を
、
心
に
か
け
て
、
言
ひ
遣
は
し
け
る
。

梢
な
る
栗
の
ご
と
く
に
身
を
な
し
て
い
ざ
尼
上
に
落
ち
か
か
り
な
む

尼
公
、
返
事
、

恐
ろ
し
や
い
が
な
が
ら
も
ぞ
落
ち
か
か
る
む
い
た
る
方
へ
逃
げ
て
走
ら
む
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右
の
や
り
と
り
は
、
米
沢
本
、
梵
舜
本
両
方
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
収
録
さ
れ
て
い
る
位
置
が
異
な
っ
て
お
り
、
更
に
仏
教
的
論
述
も
何
も
続
か
ず
、

流
布
本
か
ら
は
消
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
米
沢
本
に
お
い
て
は
巻
五
末
ノ
二
「
人
の
感
有
る
和
歌
の
事
」
の
内
に
あ
る
、
和
泉
式
部
の
説
話
か
ら
連
な
る
話
郡

の
最
後
、「
時
に
と
り
て
」
舞
の
歌
を
歌
っ
た
若
音
の
次
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
が
、
梵
舜
本
で
は
巻
五
ノ
末
（
四
）「
西
行
ガ
事
」、「
格
」
を
こ
え
て
歌
を

詠
む
人
の
話
か
ら
始
ま
る
一
条
の
、（
身
分
的
な
）
格
に
関
係
な
く
情
（
貴
）
が
あ
る
と
い
う
話
の
手
前
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
米
沢
本
に
は
「
古
歌
の
次
に
、

思
ひ
て
侍
る
ま
ま
に
、
長
々
と
書
き
付
け
畢
ん
ぬ
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
論
述
の
た
め
の
計
画
的
な
連
な
り
で
は
な
く
、
眼
前
の
話
か
ら
の
自
然
な
連
想
に

よ
る
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
臨
機
応
変
に
歌
っ
た
若
音
の
次
に
続
い
て
い
た
こ
の
い
が
栗
の
歌
の
や
り
取
り
が
、
梵
舜
本
に
お
い

て
歌
の
「
格
」
や
貴
賤
の
隔
て
を
越
え
る
話
の
付
近
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
卑
俗
な
話
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
流
布
本
と
は
、
姿
勢
自
体
が
異
な
る
も
の

と
受
け
取
れ
る
。

（
13
）
梵
舜
本
巻
八
（
一
四
）「
人
ノ
下
人
ノ
ヲ
コ
ガ
マ
シ
キ
事
」

（
14
）
梵
舜
本
巻
八
（
一
五
）「
渡
部
ノ
邊
」
と
い
う
武
士
団
に
縁
あ
る
土
地
の
出
身
で
、
顔
に
大
き
な
傷
跡
が
あ
り
、
そ
の
上
「
鬼
九
郎
」
と
い
う
い
わ
く
あ

り
げ
な
名
ま
で
つ
く
こ
の
男
は
、
召
抱
え
ら
れ
た
後
、
物
々
し
げ
に
振
る
舞
っ
て
い
た
こ
と
も
相
俟
っ
て
と
て
も
大
事
に
さ
れ
た
。
鬼
九
郎
が
こ
う
し
て
思

わ
せ
振
り
な
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
れ
は
き
っ
と
大
層
な
逸
話
を
持
つ
人
物
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
同
僚
は
つ
い
に
酒
の
席
で
顔
の
傷
跡
や
鬼
九
郎
と
い
う

名
の
子
細
を
訊
ね
る
の
だ
が
、
や
は
り
思
わ
せ
振
り
に
語
り
始
め
た
そ
の
訳
は
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
こ
の
男
が
雷
に
怯
え
て
、
仁
王
像
に
踏
ま
れ
て
い
る

鬼
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
童
が
「
鬼
九
郎
ツ
カ
ム
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
乗
り
を
使
い
出
し
、
顔
の
傷
跡
は
と
い
う
と
馬
に
踏
ま
れ

て
つ
い
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
15
）
梵
舜
本
巻
八
（
一
六
）
こ
の
「
一
切
智
者
ノ
判
官
代
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
物
知
り
と
い
う
こ
と
で
つ
い
た
呼
び
名
で
、
主

人
は
そ
の
自
己
紹
介
を
聞
い
て
「
大
切
ナ
リ
」
と
召
抱
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
主
人
が
播
磨
の
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
折
、
明
石
の
浦
で
、「
鞠
計

ナ
ル
物
ノ
目
口
モ
ナ
キ
ガ
、
サ
ス
ガ
ニ
生
物
ニ
テ
、
ナ
メ

く
ト
シ
テ
ク
ル
メ
ク
ナ
リ
」
な
ど
と
い
う
珍
妙
な
も
の
が
大
網
に
掛
か
る
。
網
を
引
い
た
者
も

そ
れ
以
外
の
者
も
皆
こ
の
生
き
物
に
つ
い
て
全
く
知
ら
ず
、
誰
に
訊
ね
て
も
そ
の
正
体
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
物
知
り
判
官
代
の
出
番
だ

と
し
て
、
こ
の
度
の
赴
任
に
も
連
れ
て
き
て
い
た
判
官
代
を
呼
び
、
訊
ね
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
判
官
代
も
同
じ
く
こ
の
生
き
物
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、

「
一
切
智
者
ノ
判
官
代
」
と
名
乗
っ
て
お
き
な
が
ら
知
り
ま
せ
ん
で
は
如
何
な
も
の
か
と
で
も
思
っ
た
の
か
、
さ
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
事
を
言
い
、
名
を

聞
か
れ
る
と
「
ク
ヾ
ル
グ
ツ
ト
申
」
と
適
当
な
事
を
言
う
。
こ
れ
を
聞
い
て
主
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
だ
な
あ
と
感
心
し
、
日
付
と
共
に
「
名
ヲ
バ
シ
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カ

く
、
一
切
智
者
ノ
判
官
代
ガ
説
也
」
と
日
記
に
書
き
付
け
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
問
題
は
任
期
を
終
え
て
都
に
戻
っ
た
後
で
あ
っ
た
。
赴
任
中
の
こ
と
を
人
に
話
し
て
い
た
主
人
は
、
明
石
で
引
き
上
げ
た
妙
な
生
き
物
を
干
物
に
し

て
持
っ
て
き
て
い
た
事
思
い
出
し
、
取
り
出
し
て
そ
の
場
で
披
露
す
る
。
こ
れ
を
見
た
人
は
こ
の
名
を
訊
ね
る
の
だ
が
、
や
は
り
皆
知
ら
ず
、
判
官
代
の
言

葉
を
聞
い
て
い
た
も
の
も
皆
そ
の
名
は
忘
れ
て
お
り
、
名
を
記
し
た
は
ず
の
日
記
は
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
再
び
判
官
代
の
出
番
よ
と
呼
び
つ

け
て
名
を
訊
ね
て
み
る
と
、
か
つ
て
答
え
た
そ
の
名
は
「
時
ニ
臨
テ
付
ケ
タ
ル
名
」、
言
っ
た
本
人
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
判
官
代
は
干
か
ら
び
た

見
た
目
か
ら
推
察
し
て
「
ヒ
ヽ
リ
ヒ
ツ
ト
申
候
」
と
答
え
る
。
そ
ん
な
も
の
は
聞
い
た
事
が
な
い
と
人
は
い
う
が
、
判
官
代
は
「
慥
ニ
ヒ
ヽ
リ
ヒ
ツ
ニ
テ
候

ゾ
」
と
繰
り
返
し
て
押
し
通
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
へ
、例
の
日
記
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
其
年
其
月
其
日
時
、播
磨
明
石
浦
ニ
テ
ヒ
キ
ア
グ
。

名
ヲ
バ
ク
ヾ
ル
グ
ツ
ト
云
。
一
切
智
者
ノ
判
官
代
ガ
説
ナ
リ
」
と
い
う
記
述
と
先
の
己
の
発
言
を
引
き
合
わ
せ
て
問
い
た
だ
さ
れ
て
判
官
代
は
、
生
の
と
き

は
ク
ヾ
ル
グ
ツ
と
い
い
、
乾
い
た
も
の
は
ヒ
ヽ
リ
ヒ
ツ
と
呼
ぶ
の
で
す
、
と
言
い
放
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
サ
モ
ア
ル
ラ
ム
」
と
そ
の
場

は
収
ま
る
。

（
16
）梵
舜
本
巻
八（
一
七
）武
勇
の
道
を
好
む
別
当
は
、そ
の
男
の
出
身
が
「
和
州
長
谷
河
ノ
邊
」と
聞
き
、「
長
谷
河
黨
ハ
、皆
心
タ
ケ
テ
聞
ア
ル
物
ヲ
」と
思
っ

て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
ひ
ら
い
て
い
た
酒
宴
へ
と
招
き
入
れ
る
。
だ
が
、
百
人
ほ
ど
侍
が
座
に
着
い
て
い
る
中
で
、
こ
の
男
は
別
当
の
嫡
子
の
下
座
か
つ
ヲ

ト
ナ
（
長
老
者
）
の
上
座
で
あ
る
上
席
に
憚
る
こ
と
な
く
着
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
嫡
子
が
、
別
当
に
さ
さ
れ
た
盃
に
対
し
て
礼
儀
と
し
て
辞
退
す
る
よ
う

な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
男
は
別
当
に
さ
さ
れ
た
盃
を
た
め
ら
い
も
な
く
取
っ
て
飲
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
を
見
て
嫡
子
は
「
ニ
ク
キ
ヤ
ツ

カ
ナ
」
と
思
い
、
遂
に
拳
で
男
の
頬
を
殴
る
の
だ
が
、
男
は
殴
ら
れ
た
後
、
何
を
思
っ
た
か
す
ぐ
に
隣
の
席
に
い
る
ヲ
ト
ナ
の
頬
を
殴
っ
て
し
ま
う
。「
是

ハ
イ
カ
ニ
」
と
図
ら
ず
も
嫡
子
の
辞
退
の
言
葉
と
同
じ
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
、
こ
の
男
は
、
順
番
に
め
ぐ
っ
て
い
く
事
な
の
か
と
思
っ
て
、
と
い
う
驚

く
べ
き
回
答
を
し
て
ち
ょ
っ
と
笑
う
。
こ
れ
が
ま
た
憎
ら
し
さ
の
な
い
様
子
な
も
の
だ
か
ら
、
別
当
を
始
め
に
一
座
は
笑
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
17
）
大
系
頭
注
に
は
、「
難
読
。
底
本
、
右
傍
に
「
本
ノ
マ
マ
」
と
記
す
。」
と
あ
る
。

（
18
）（
8
）
に
同
じ
。

（
19
）新
全
集
頭
注
に
は
「
仏
法
の
中
に
」以
降
に
つ
い
て
、「
底
・
元
・
藤
本
の
い
ず
れ
も
こ
の
二
行
を
二
字
下
げ
て
記
し
て
い
る
が
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

あ
る
い
は
後
人
の
補
入
な
ど
の
事
情
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
記
し
て
あ
る
。
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『
沙
石
集
（
上
）』
築
土
鈴
寛
校
訂　

岩
波
書
店　

一
九
四
三
年

『
沙
石
集
（
下
）』
築
土
鈴
寛
校
訂　

岩
波
書
店　

一
九
四
三
年

『
わ
ら
ん
べ
草
』
笹
野
堅
校
訂　

岩
波
書
店　

一
九
六
二
年

日
本
古
典
文
学
大
系
85
『
沙
石
集
』
渡
邊
綱
也
校
注　

岩
波
書
店　

一
九
六
六
年

中
世
の
文
学
『
雑
談
集
』
山
田
昭
全　

三
木
紀
人
校
注　

三
弥
井
書
店　

一
九
七
三
年

『
日
本
の
説
話
』
3　

東
京
美
術　

一
九
七
三
年

新
潮
日
本
古
典
集
成
5
『
方
丈
記　

発
心
集
』
三
木
紀
人
校
注　

新
潮
社　

一
九
七
六
年
一
〇
月

『
醒
睡
笑
（
上
）』
鈴
木
棠
三
校
注　

岩
波
書
店　

一
九
八
六
年

『
醒
睡
笑
（
下
）』
鈴
木
棠
三
校
注　

岩
波
書
店　

一
九
八
六
年

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
52
『
沙
石
集
』
小
島
孝
之
校
注
・
訳　

小
学
館　

二
〇
〇
一
年

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
60
『
狂
言
集
』
北
川
忠
彦　

安
田
章
校
注　

小
学
館　

二
〇
〇
一
年

『
内
閣
文
庫
蔵
『
沙
石
集
』
翻
刻
と
研
究
』
土
屋
有
里
子
編
著　

笠
間
叢
書　

二
〇
〇
三
年




