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曾
我
物
語
億
憲
論

｜
｜
そ
一
ー
ー
の

塚

崎

進

序

論

十
郎
の
性
格

古
本
に
な
い
化
粧
坂
の
少
将

遊
女
と
蟻
悔
物
と

幸
若
舞
と
流
布
本

虎
御
前
の
廻
闘

曾
我
兄
弟
の
基

「
平
家
物
語
」
と
「
源
平
盛
衰
記
」
の
交
渉
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序

論

曾
我
物
語
の
作
者
は
い
ま
だ
に
判
っ
て
居
な
い
。
加
ふ
る
に
‘
こ
の
物
語
の
著
作
年
代
も
推
定
の
論
を
重
ね
て
久
し
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
‘
曾
我
物
語
の

諸
本
の
種
類
は
決
し
て
少
く
な
い
ば
か
り
か
、
各
諸
本
相
互
の
相
蓮
艶
化
は
凡
そ
極
端
で
あ
る
。
だ
が
可
こ
の
艶
化
は
「
義
経
記
」
の
如
く
全
々
別
種
と
思
は



れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
集
合
践
を
篤
す
課
で
は
な
い
。
零
だ
る
ま
を
こ
ろ
が
す
が
如
く
、
A
本
よ
り
A
＋
B

本
へ
と
移
行
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

日
本
の
文
事
、
殊
に
物
語
と
名
の
つ
く
作
物
に
劃
し
て
‘
我
々
は
細
か
い
注
意
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
相
蓮
せ
る
異
本
自
盟
、
或
燭
立
的
正
本
の
意
識
を
充

分
持
っ
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
異
本
の
多
い
、
平
家
物
語
、
曾
我
物
語
、
義
経
記
に
到
る
と
‘
各
異
木
々
々
に
各
々
別
の
作
者
を
考
え

得
る
程
遠
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
。
ま
し
て
此
異
本
に
時
代
の
差
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
趣
好
を
反
映
し
た
と
な
る
と
、
異
本
の
燭
自
性
は
倍
加
す
る
。

諮
り
物
に
属
す
る
曾
我
物
語
に
あ
っ
て
は
、
作
者
別
、
時
代
思
想
の
推
移
の
み
で
足
ら
な
い
。
加
ふ
る
に
、
こ
の
物
語
を
語
っ
た
語
り
手
、
所
・
謂
停
承
者
の

趣
好
が
入
っ
て
来
た
こ
と
を
考
ふ
可
き
で
あ
る
。
た
ま
ノ
＼
こ
の
俸
承
者
が
女
性
で
あ
っ
た
が
篤
に
‘
曾
我
物
語
は
、
涙
多
き
悲
劇
性
を
添
へ
た
。
之
を
異
本

の
相
違
を
詳
細
に
し
ら
ぺ
つ
L

、
賃
設
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

附
記

曾
我
物
語
の
異
本
綜
覧
を
戦
時
中
に
つ
く
り
、
之
を
忘
失
し
た
。
篤
に
、
目
下
、
こ
の
再
成
を
計
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
‘
こ
の
俸
承
論
は
そ
の
こ
に

据
ゑ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
と
し
て
異
本
相
謹
の
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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十
郎
の
性
格

員
宇
本
（
存
採
叢
書
）
の
各
巻
々
の
初
頭
に
‘
井
序
本
朝
報
恩
合
戦
謝
徳
岡
諦
集
と
書
出
し
て
あ
る
。
之
は
大
石
寺
本
（
園
史
叢
書
）
も
同
じ
で
あ
る
。
犬

山
寺
本
曾
我
物
語
（
荒
木
良
雄
氏
校
定
）
も
此
雨
本
に
等
し
く
十
巻
本
で
あ
る
が
、
こ
の
筋
と
内
容
は
流
布
本
（
古
典
全
集
）
に
近
似
し
て
ゐ
る
。
亦
、
此
大

山
寺
本
、
流
布
本
（
十
二
巻
）
共
に
各
巻
々
に
ミ
ダ
シ
が
附
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

民
字
本
の
筋
立
て
は
全
巻
大
石
寺
本
に
同
じ
。
従
っ
て
筋
立
て
の
上
の
み
を
考
へ
る
今
は
、
大
石
寺
本
を
以
て
大
山
寺
本
と
野
立
さ
せ
て
み
よ
う
。
大
石
寺



本
に
は
ミ
ダ
シ
が
な
い
が
、
そ
の
筋
立
て
で
比
較
し
て
行
く
と
‘
先
づ
、
大
石
寺
本
に
有
す
る
内
容
が
犬
山
寺
本
に
見
賞
ら
ぬ
個
慮
は
、
兄
弟
の
死
後
、
虎
御

前
が
廻
園
す
る
個
慮
だ
け
で
あ
る
。
慮
が
、
犬
山
寺
本
に
あ
っ
て
、
大
石
寺
本
に
な
い
内
容
は
相
嘗
に
あ
る
。
判
り
日
初
く
言
え
ば
、
大
山
寺
本
の
方
が
、
そ
の

内
容
が
豊
富
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ミ
ダ
シ
で
見
て
ゆ
く
と
弐
の
ミ
ダ
シ
の
内
容
だ
け
、
刻
っ
き
り
増
加
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
巻
一
」

「
巻
一
一
」

「
巻
一
一
一
」

「
巻
四
」

「
巻
五
」

助
親
調
伏
す
る
事

時
政
が
女
、
夢
う
り
か
い
し
事

杵
白
、
程
嬰
が
事

源
太
、
曾
我
へ
兄
弟
召
の
御
使
に
行
き
し
事

母
、
歎
き
し
事

助
信
兄
弟
を
連
れ
て
鎌
倉
へ
行
き
し
事
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兄
弟
を
梶
原
詩
ひ
申
さ
る
る
事

由
井
の
演
へ
引
出
さ
れ
し
事

人
々
君
へ
参
り
て
兄
弟
を
請
ひ
申
さ
る
る
事

畠
山
重
忠
、
誇
ひ
申
さ
る
る
事

ち
ゃ
う
じ
が
事
に
て
兄
弟
助
か
る
事

兄
弟
曾
我
へ
蹄
り
喜
ぴ
し
事

平
六
兵
衛
が
喧
嘩
の
事

三
浦
の
片
貝
が
事

大
磯
よ
り
虎
を
具
し
て
曾
我
ヘ
返
り
し
事

五
郎
と
源
太
と
け
ん
く
わ
の
事
・



「
巻
六
」

「
径
八
」

「
巻
十
」

五
郎
化
粧
坂
の
女
に
情
懸
け
し
事

大
磯
に
て
盃
論
の
事

箱
保
へ
参
り
し
事

別
賞
坊
へ
行
き
し
事

白
山
六
郎
と
梶
原
と
鹿
論
の
事

畠
山
歌
に
て
訪
は
れ
し
事

同
じ
く
鎌
倉
へ
召
さ
れ
て
斬
ら
れ
し
事

流
布
本
に
な
る
と
こ
の
犬
山
寺
本
の
培
加
は
勿
論
‘
加
ふ
る
に
次
の
ミ
ダ
シ
を
増
加
し
て
ゐ
る
。
（
虎
御
前
廻
闘
す
る
こ
と
は
大
石
寺
本
に
順
醸
し
て
ゐ
る
。
）

「
巻
ご
費
長
房
が
事

「
巻
一
一
』
泰
山
府
君
の
事

「
巻
四
」

「
巻
五
」

「
巻
六
」
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奈
良
の
勤
操
僧
正
の
事

眉
間
尺
が
事

和
田
よ
り
雑
掌
の
事

帝
轄
と
阿
修
羅
王
戦
の
事

鴛
喬
の
剣
羽
の
事

呉
越
の
戟
の
事

篤
と
蛙
の
歌
の
事

ふ
ん
女
が
事



地
問
才
天
の
事

比
叡
山
の
始
ま
り
の
事

伸
生
閣
の
雨
の
事

「
巻
七
」
泣
不
動
の
事

「
巻
入
」
燕
の
園
羊
魅
の
事

舶
の
始
の
事

波
斯
置
王
の
事

「
巻
九
」

「
巻
十
ご
鬼
の
子
捕
ら
る
る
事

貴
女
が
一
燈
の
事

「
巻
十
二
」
虎
と
少
将
法
然
に
逢
ひ
奉
り
し
事
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菅
丞
相
の
事

以
上
、
大
石
寺
本
に
な
い
筋
立
て
を
、
犬
山
寺
本
流
布
本
の
ミ
ダ
シ
に
依
っ
て
し
ら
べ
る
と
‘
先
づ
印
象
深
く
入
っ
て
来
る
の
が
、
非
常
に
後
味
が
悪
い
と

い
ふ
事
で
あ
る
。
一
口
で
言
ふ
な
れ
ば
、
不
道
徳
で
、
し
か
も
‘
陰
惨
で
す
ら
あ
っ
た
。

之
は
、
も
一
つ
細
部
に
入
る
と
、
先
づ
虎
御
前
の
描
き
方
に
そ
の
一
端
の
罪
が
あ
る
と
言
っ
て
も
否
定
し
き
れ
ぬ
衣
を
飽
っ
て
ゐ
る
。
十
郎
が
遊
女
虎
の
慮

へ
か
ょ
っ
た
が
故
に
、
後
味
の
悪
い
曾
我
物
語
が
出
来
あ
が
っ
た
と
昏
一
口
ふ
意
味
で
は
な
い
。
十
郎
が
虎
の
慮
へ
か
ょ
っ
た
事
は
、
古
く
震
字
本
、
大
石
寺
本
に

も
見
え
て
ゐ
る
し
、
叉
相
模
野
の
小
さ
な
丘
山
彦
山
で
、
十
郎
が
仇
討
に
臨
ん
で
虎
と
悲
し
ん
だ
悲
懸
の
涙
は
、
む
し
ろ
流
し
た
量
も
古
本
の
方
が
多
か
っ
た



位
の
も
の
で
あ
る
。

ミ
ダ
シ
の
増
加
を
細
か
く
見
て
み
る
士
、
流
布
本
来
（
犬
山
寺
本
流
布
本
）
は
「
平
六
兵
衛
が
喧
嘩
の
事
」
「
三
浦
の
片
貝
が
事
」
「
大
磯
よ
り
虎
を
具
し
て

曾
我
へ
返
り
し
事
」
の
三
僚
が
加
は
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
を
言
ふ
前
に
、
幸
若
舞
曲
又
は
歌
舞
技
芝
居
で
印
象
深
い
「
和
田
義
盛
」
と
同
じ
く
之
に
は
切
離
す

事
の
出
来
ぬ
荒
事
塞
の
五
郎
と
朝
比
奈
三
郎
と
の
力
競
べ
、
所
謂
草
摺
引
の
事
を
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
流
布
本
は
「
巻
六
」
の
初
顕
で
あ
る
。
こ
の
筋
は
既
に

著
名
で
あ
る
が
、
要
約
し
て
言
ふ
と
和
田
義
盛
が
下
野
へ
行
く
途
中
大
磯
の
虎
と
一
一
一
回
ふ
有
名
な
遊
女
が
居
る
と
聞
き
及
び
、
酒
一
つ
準
め
て
通
ら
う
と
寄
る
。

慮
が
、
既
に
十
郎
が
虎
の
慮
へ
か
よ
っ
て
来
て
居
る
篤
席
へ
出
て
来
な
い
。
和
田
は
祉
の
轟
が
お
さ
ま
ら
ぬ
。
揚
句
の
呆
て
が
十
郎
を
呼
出
す
。
さ
て
‘
虎
に

盃
を
興
へ
、
俺
と
十
郎
と
ど
ち
ら
に
盃
を
呉
れ
る
か
と
い
ぴ
る
。
虎
は
そ
の
場
に
脳
む
の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
し
て
も
虎
は
母
か
ら
こ
の
席
に
出
で
よ
と
責
め

た
て
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
何
と
て
出
で
給
は
ぬ
ぞ
や
。
時
世
に
従
ふ
な
ら
ひ
、
思
は
ぬ
人
に
馴
る

L

も
か
か
る
身
の
習
な
り
」
之
が
歌
舞
妓
に
な
る
と
、
和
田
の
主
は
擢
力
も
あ
り
、

第
一
金
も
あ
り
、
そ
れ
に
引
換
え
、
十
郎
は
貧
之
の
文
無
し
、
と
捷
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
時
世
に
は
従
ふ
も
の
、
嫌
な
人
に
馴
れ
る
の
も
こ
の
遊
女
の
身

と
し
て
は
蛍
然
の
こ
と
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
歌
舞
妓
と
比
べ
て
も
テl
マ
は
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。
こ
の
査
を
虎
は
煩
悶
の
末
十
郎
に
差
す
。

和
田
の
不
興
は
極
鰭
に
蓮
し
た
。
十
郎
。
之
は
主
客
の
和
田
殿
が
と
る
べ
き
も
の
と
‘
盃
を
和
田
に
差
出
す
と
、
義
盛

「
そ
れ
は
さ
る
事
に
て
候
へ
ど
も
‘
志
の
横
取
無
骨
な
り
。
い
か
で
さ
る
べ
き
」
と
色
町
の
粋
人
気
取
り
の
様
な
科
白
を
言
ふ
。
や
が
て
十
郎
が
盃
を
取
り

上
げ
三
度
飲
む
。
以
上
は
遊
女
に
交
は
る
前
の
婚
姻
の
形
式
で
あ
る
。
義
盛
が
居
丈
高
に
な
っ
て
、

「
年
ほ
ど
寄
る
ま
じ
き
も
の
は
な
し
。
義
盛
が
齢
‘
今
十
四
五
取
り
除
け
な
ば
背
か
れ
じ
。
た
と
ひ
一
旦
は
嫌
は
る
ふ
と
も
、
か
や
の
盃
儀
所
へ
は
下
さ
じ
」

と
て
、
高
撃
の
念
仰
殊
の
外
に
聞
え
け
る
。
と
あ
る
。
わ
ざ
と
不
粋
の
念
仰
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
に
も
宇
ひ
に
な
ら
ん
と
す
る
。
之
を
五
郎
が
飛
ん

で
来
て
、
荒
ぶ
る
大
力
に
そ
の
場
を
摩
倒
し
て
引
奉
げ
る
話
で
あ
る
。

以
上
の
話
だ
け
を
切
離
し
て
讃
む
と
す
れ
ば
、
誰
も
が
之
を
古
い
読
話
と
は
思
え
ぬ
の
で
あ
る
。
傾
城
女
に
似
た
遊
女
虎
の
苦
脳
は
、
如
何
に
も
江
戸
時
代

人
の
好
み
で
あ
る
。
庭
が
、
こ
の
個
慮
は
大
石
寺
本
「
巻
六
」
に
は
見
嘗
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
之
だ
け
は
後
々
の
増
加
と
思
っ
て
ゐ
た
ら
‘
賞
は
大
石
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寺
本
の
「
巻
五
」
に
和
田
殿
に
曾
っ
た
話
が
出
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
た
ど
話
は
こ
の
様
に
長
き
に
亙
っ
て
ゐ
な
い
ば
か
り
か
、
篤
ろ
く
可
き
は
和
田
と
喧
嘩
を

す
る
慮
で
な
く
‘
第
一
大
力
の
朝
比
奈
が
思
慮
深
く
し
て
‘
兄
弟
の
苦
心
に
涙
を
流
し
て
同
情
し
て
す
ら
ゐ
る
の
で
あ
る

o

「
巻
五
」
の
終
り
に
近
い

斯
り
し
程
に
建
久
四
年
実
巳
四
月
中
旬
の
頃
、
和
田
左
衛
門
尉
義
感
、
子
息
を
何
れ
も
引
具
し
、
伊
豆
の
熱
海
の
湯
よ
り
、
早
川
湯
本
の
湯
に
主
り
、
三
浦

へ
蹄
り
給
ひ
し
。
其
日
は
大
磯
宿
重
休
な
り
け
る
が
、
朝
比
奈
三
郎
義
秀
‘
其
日
の
雑
掌
に
て
、
先
達
っ
て
大
磯
へ
ぞ
着
き
に
け
る
。
和
田
殿
も
来
り
給
ひ
‘

義
感
宣
ひ
け
る
は
、
一
菅
に
聞
ゆ
る
虎
を
呼
ぴ
て
見
ば
や
と
ぞ
あ
り
け
る
。
朝
比
奈
、
折
節
十
郎
殿
も
、
是
に
御
入
候
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
共
に
呼
出

し
参
ら
せ
よ
と
て
、
二
人
乍
ら
呼
出
し
、
酒
宴
ぞ
あ
り
け
る
。
義
盛
つ
く
ん
＼
と
虎
を
見
給
ひ
て
、
能
き
遊
君
に
て
あ
り
け
る
。
義
盛
年
も
寄
ら
ず
。
十
郎

だ
に
た
の
め
ず
ば
、
心
も
移
り
ぬ
べ
き
も
の
を
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。
和
田
殿
、
い
か
に
身
に
添
ふ
影
の
如
く
な
る
五
郎
殿
は
と
尋
ね
ら
れ
け
る
。
曾
我
の
留
守

に
候
と
申
さ
れ
け
る
。
其
詞
も
果
て
ざ
る
に
五
郎
門
内
へ
っ
と
入
り
来
る
。
和
田
殿
涙
を
流
し
つ

L

、
哀
れ
契
蓮
は
ぬ
者
か
な
。
是
ヘ
ノ
＼
と
て
、
酒
宴
を

ぞ
せ
ら
れ
け
る
。
日
も
晩
に
及
ぴ
け
れ
ば
、
和
田
殴
‘
暇
申
し
て
よ
殿
原
と
て
立
た
れ
け
り
。

之
を
流
布
本
来
と
比
較
す
る
と
、
大
石
寺
本
よ
り
脚
色
艶
化
を
行
っ
た
こ
と
が
一
目
で
剣
る
の
で
あ
る
。
和
田
が
有
名
な
虎
の
慮
へ
寄
っ
て
み
た
。
十
郎
が
ゐ

た
。
叉
五
郎
も
陰
の
如
く
に
あ
ら
は
れ
た
。
酒
盛
と
な
っ
た
。
そ
の
筋
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
遊
女
虎
を
中
心
に
話
は
膨
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
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る
。
単
に
之
に
止
ま
ら
な
い
。

「
千
六
兵
衛
が
喧
嘩
の
事
」
と
言
ふ
の
は
、
詳
し
く
は
三
浦
平
六
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
女
房
が
相
模
の
園
土
肥
の
鞠
太
郎
の
女
で
あ
る
。
つ
ま
り
曾

我
兄
弟
と
は
従
兄
で
あ
る
。
此
女
房
が
幼
い
時
に
伊
東
に
居
り
十
郎
と
共
に
育
て
ら
れ
、
成
人
後
は
十
郎
が
情
を
か
け
て
交
は
る
。
慮
が
‘
之
を
親
は
知
ら
ず

に
平
六
兵
衛
に
嫁
し
て
し
ま
ふ
。
女
房
は
昔
の
十
郎
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
平
六
兵
衛
の
留
守
に
態
文
を
屈
け
る
。
之
が
主
人
に
判
っ
て
‘
偶
然
兄
弟
と
腰
越
で
あ

っ
た
か
ら
た
ま
ら
ぬ
。



「
ま
こ
と
や
御
分
は
義
村
が
在
京
の
聞
に
聞
く
こ
と
あ
り
」
と
若
々
し
く
言
ひ
か
け
た
。
す
る
と
十
郎
が
、
だ
ま
す
如
き
科
白
を
吐
く

「
如
何
様
人
の
謙
一
百
と
費
え
候
、
よ
く
ノ
＼
尋
ね
聞
食
し
候
へ
、
斯
様
の
次
第
見
参
に
入
り
直
に
承
り
．
所
縁
の
し
る
し
と
存
ず
る
な
り
。
た
と
ひ
身
に
過

あ
り
と
も
、
一
度
は
御
兎
に
や
蒙
ぷ
る
べ
き
」
知
ら
ぬ
と
嘘
を
つ
い
て
置
き
乍
ら
、
然
か
も
．
若
し
本
蛍
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一
度
位
は
ゆ
る
せ
と
言
ふ
。

よ
く
あ
る
俄
緯
者
の
科
白
な
の
で
あ
る
。
慮
が
、
ま
す
ノ
＼
嫌
に
な
る
の
は
、
自
分
の
女
房
の
前
世
の
こ
と
が
判
っ
て
怒
る
の
は
首
り
前
だ
が
何
に
も
知
ら
ぬ

五
郎
が
兄
を
助
け
ゃ
う
と
‘
矢
先
を
つ
き
つ
け
る
と
、
三
浦
「
今
勝
負
し
て
は
損
な
り
後
日
を
こ
そ
」
と
思
ひ
静
め
て
引
あ
げ
て
仕
舞
ふ
。
流
布
本
来
の
後
味

の
悪
い
と
言
ふ
の
は
こ
ん
な
慮
に
あ
っ
た
の
だ
。
嫌
な
十
郎
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
底
が
、
之
に
更
に
輸
を
か
け
た
様
な
話
が
弐
の
コ
ニ
浦
の
か
た
か
ひ
が

事
」
の
一
傑
で
、
之
は
叔
母
型
の
三
浦
の
別
賞
が
、
か
た
か
ひ
と
い
ふ
美
し
い
侍
女
を
召
使
ひ
之
に
手
を
染
め
た
。
そ
れ
を
女
房
が
憤
る
の
で
、
仕
方
な
く
女

を
十
郎
に
押
つ
け
る
。
之
を
知
ら
ぬ
十
郎
が
親
方
の
言
つ
け
だ
か
ら
受
取
っ
た
と
あ
る
。
十
郎
が
そ
の
日
は
用
が
あ
っ
て
家
路
に
つ
く
と
、
家
来
が
「
か
た
か

ひ
を
曾
我
へ
つ
れ
て
行
く
と
平
合
賭
し
て
十
郎
を
迫
か
け
る
。
十
郎
は
人
の
謹
言
か
何
か
だ
と
緯
明
し
て
’
騎
る
が
腹
の
虫
は
納
ま
ら
ず
、
こ
こ
に
て
腹
を
切
っ

て
打
蓮
へ
で
も
飽
き
足
ら
な
く
思
っ
た
。
し
か
し
父
の
矯
に
供
へ
置
き
た
る
命
、
思
は
ざ
る
事
に
呆
つ
べ
き
か
と
思
ふ
た
、
後
に
事
は
緯
然
と
し
た
が

「
然
れ
ば
嫉
妬
の
深
き
女
は
、
前
後
を
排
へ
ず
し
て
家
を
失
ふ
例
へ
は
、
今
に
始
め
ず
と
い
へ
ど
も
‘
斯
程
の
大
事
出
で
な
ん
と
は
知
ら
で
、
言
ひ
合
せ
け

る
ぞ
員
の
嫉
妬
に
て
ぞ
有
り
け
る
」
と
あ
り
結
局
此
嫉
妬
し
た
女
房
を
離
別
し
た
と
あ
る
。
何
故
此
様
な
く
だ
ら
ぬ
話
が
挿
入
さ
れ
た
か
は
‘
叉
深
く
考
へ
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て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

四

之
に
緩
い
て
、
挿
入
さ
れ
た
内
容
の
ミ
ダ
シ
は
「
虎
を
具
し
て
曾
我
へ
行
き
し
事
」
の
様
で
あ
る
が
、
此
慮
で
叉
虎
が
活
躍
す
る
。
十
郎
、
虎
、
互
の
態
慕

は
、
と
て
も
か
よ
ひ
合
ふ
位
で
漏
足
出
来
ず
、
遂
に
自
分
の
家
に
引
取
る
こ
と
を
描
い
て
ゐ
る
。
慮
が
、
之
が
大
石
寺
本
で
は
拘
っ
き
り
と
五
郎
に
禁
足
さ
れ

て
ゐ
る
事
柄
で
あ
っ
た
の
だ
。
引
例
す
る
と
‘



さ
れ
ば
十
郎
こ
そ
家
に
も
置
ば
や
と
思
ひ
け
れ
共
‘
弟
の
五
郎
．
由
な
き
事
と
て
‘
頻
に
諌
め
け
れ
ば
、
唯
頼
め
と
思
ひ
っ
る
計
に
て
、
大
磯
宿
へ
ぞ
通
ひ

け
る
。
（
巻
五
）

、
、

十
郎
が
虎
を
曾
我
へ
、
遁
れ
か
へ
っ
た
の
は
、
い
よ
い
仇
討
出
裂
の
時
だ
け
で
あ
る
。
遊
蕩
に
身
の
押
へ
の
き
か
な
く
な
っ
た
、
之
に
な
る
と
少
し
く
で
れ
た
話

か
と
回
ωふ
。

こ
の
間
に
判
明
し
た
事
を
要
約
す
る
と
、
大
石
寺
本
、
流
布
本
来
の
間
に
あ
っ
て
、
同
じ
虎
で
も
そ
の
遊
女
振
り
の
違
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
流
布
本
系
に

扱
は
れ
た
虎
の
苦
悩
は
遊
女
の
嫁
業
故
‘
他
夫
に
交
渉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
れ
で
あ
る
。
然
し
‘
大
石
寺
本
に
全
々
描
い
て
な
い
と
言
ふ
こ
と
は
‘
つ
ま
り
は
遊

塞
の
女
と
し
て
の
素
性
を
剣
っ
き
り
も
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
巻
五
」
の
中
程
に
、

此
虎
と
申
す
遊
君
は
、
母
は
一
万
来
平
壌
の
者
な
り
。
其
父
を
尋
ぬ
れ
ば
、
去
る
平
治
の
観
に
識
せ
ら
れ
し
‘
悪
右
衛
門
替
信
頼
卿
の
舎
兄
民
部
構
少
輔
基
成

と
て
、
奥
州
平
泉
へ
流
さ
れ
給
ふ
人
の
乳
母
子
に
、
宮
内
剣
官
家
長
と
い
ひ
し
人
の
娘
な
り
。
其
故
は
、
・

遊
君
よ
り
遊
女
へ
、
つ
ま
り
遊
女
の
歴
史
よ
り
見
れ
ば
、
非
常
な
零
落
の
甚
し
い
姿
を
流
布
本
来
に
し
め
し
て
ゐ
た
。
故
に
、
虎
御
前
の
活
躍
は
物
語
に
言
は

ば
か
が
事
の
如
き
妙
な
印
象
を
刻
ん
で
し
ま
っ
た
。
更
に
は
、
之
か
ら
鼓
し
て
十
郎
の
性
格
が
避
蕩
に
下

h
hと
し
て
来
た
の
も
・
言
っ
て
見
れ
ば
流
布
本
来

が
別
の
作
者
の
手
が
加
は
っ
た
か
、
或
は
亦
語
り
手
の
語
り
物
の
新
し
い
脚
色
に
な
っ
た
も
の
に
蓮
ひ
な
い
。
物
語
が
後
々
人
物
の
性
格
迄
も
‘
二
重
に
し
‘

或
は
獲
更
さ
れ
て
行
く
例
は
、
曾
我
物
語
に
止
ま
ら
ぬ
。
日
本
の
物
語
文
皐
の
あ
る
宿
命
と
す
ら
思
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
あ
っ
て
は
男
の
書
い

た
古
本
が
、
女
性
に
語
り
つ
が
れ
た
篤
に
起
っ
た
宿
命
か
と
思
っ
て
ゐ
る
。
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古
本
に
な
い
化
粧
坂
の
少
将

震
字
本
と
大
石
寺
本
と
の
聞
に
、
分
量
だ
け
で
一
吉
ふ
な
ら
ば
十
個
慮
の
大
き
な
相
蓮
拡
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
内
の
一
姑
に
、
五
邸
の
科
白
と
し
て
、
女
が



罪
多
く
交
は
る
可
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
流
布
本
来
に
な
る
と
弘
五
郎
は
遊
女
に
交
る
禁
を
自
ら
放
棄
し
て
仕

舞
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

歌
舞
妓
を
通
し
て
曾
我
兄
弟
の
事
件
を
印
象
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
我
々
は
、
五
郎
の
配
偶
に
化
粧
坂
の
少
将
と
言
ふ
遊
女
は
切
っ
て
も
離
せ
ぬ
も
の
と
思
っ
て

ゐ
る
が
、
貨
の
慮
、
民
字
本
、
大
石
寺
本
共
に
女
人
無
益
の
五
郎
で
あ
っ
た
が
矯
に
、
全
々
少
将
の
こ
と
は
な
い
。
何
故
か
之
が
又
遊
女
一
く
だ
り
の
話
が
流

布
本
来
大
山
寺
本
の
「
巻
五
」
に
加
は
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
も
此
様
な
み
ぢ
め
な
話
を
加
へ
な
く
と
も
と
今
日
よ
り
は
息
ふ
の
で
あ
る
が
‘
「
五
郎
化
粧

坂
の
女
に
情
懸
け
し
事
」
の
僚
は
梶
原
源
太
が
日
頃
五
郎
の
馴
染
め
た
此
化
粧
坂
の
遊
君
を
そ
の
歌
の
才
能
と
樺
力
を
持
っ
て
一
人
占
め
に
す
る
。
五
郎
は
縁

切
れ
の
果
敢
な
い
目
に
遇
っ
て
し
ま
ふ
。

五
郎
聞
き
て
、
流
を
立
つ
る
遊
び
者
を
頼
む
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
世
に
な
り
な
ば
‘
い
か
で
源
太
に
は
思
ひ
代
へ
ら
る
べ
き
と
、
わ
が
身
一
人
の
や
う

に
思
ひ
「
げ
に
や
貧
は
諸
道
の
妨
げ
と
は
面
白
か
り
し
詞
な
り
。
人
を
怨
む
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
」
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祖
父
耐
親
の
死
後
、
母
の
再
嫁
し
た
曾
我
太
郎
は
足
柄
下
郡
曾
我
庄
の
貧
し
い
武
将
で
あ
っ
た
の
だ
。
ま
し
て
や
後
妻
の
子
で
あ
る
。
貧
は
つ
き
ま
と
っ
て

ゐ
た
で
あ
ら
う
し
、
事
賞
足
柄
下
郡
は
地
味
の
悪
い
痩
地
で
あ
る
。
五
郎
は
歌
を
置
い
て
去
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
兄
弟
に
貧
乏
の
苦
を
味
は
し
め
る
の

は
貨
は
流
布
木
系
よ
り
で
あ
っ
た
。
歌
舞
妓
に
ゆ
く
と
例
へ
ば
‘
「
念
力
箭
立
椙
」
（
献
…
山
一
議
一
町
制
帥
吋
唯
一
日
ア
い
ふ
）
を
見
る
と
、
家
来
の
鬼
王
道
三
郎
が
十
郎
の

放
蕩
資
金
を
得
る
の
に
血
を
し
ぼ
る
苦
努
を
す
る
。
立
役
で
あ
る
曾
我
兄
弟
に
み
ぢ
め
な
苦
勢
を
演
ぜ
し
め
る
事
が
不
自
然
に
思
は
れ
て
来
て
、
こ
の
二
人
の

家
来
に
苦
努
さ
せ
る
に
到
っ
た
も
の
に
蓬
ひ
な
い
。

西
鶴
、
近
松
の
描
く
金
が
物
い
ふ
郭
の
世
界
、
そ
こ
迄
行
か
ず
と
も
、
遊
女
の
扱
ひ
方
を
見
る
と
、
既
に
片
足
は
入
れ
て
る
姿
で
あ
っ
た
。
窒
町
、
織
田
、

堕
臣
の
時
代
に
し
て
か
ら
が
此
様
な
趣
好
の
文
塞
は
受
取
っ
て
な
い
の
で
あ
る
ロ
し
て
み
る
と
、
五
郎
に
化
粧
坂
の
少
将
を
配
偶
し
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
後
の



時
代
人
の
趣
好
で
あ
っ
た
の
だ
。
十
郎
に
虎
御
前
が
ゐ
る
。
五
郎
に
居
な
い
の
は
片
手
落
で
あ
る
。
傾
城
高
能
の
江
戸
人
の
要
求
が
こ
の
片
手
落
を
ゆ
る
す
諜

が
な
い
。
流
布
本
来
全
巻
に
亙
っ
て
江
戸
期
の
作
と
言
ふ
意
味
で
は
な
い
。
少
く
と
も
十
郎
に
ま
つ
わ
る
遊
女
と
し
て
の
虎
、
及
化
粧
坂
の
少
将
は
新
し
い
脚

色
に
生
れ
た
遊
女
で
あ
っ
た
の
だ
。

遊
女
と
機
悔
物
と

曾
我
兄
弟
の
祖
父
の
死
方
は
吾
妻
鏡
の
場
合
、
頼
朝
よ
り
助
命
の
令
を
下
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
前
勘
を
耽
づ
と
稽
し
て
武
将
の
最
期
を
飾
り
自
殺
し
て
果
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て
る
の
で
あ
る
。

大
石
寺
本
来
（
員
字
本
を
含
む
）
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
庭
が
‘
流
布
本
来
へ
行
く
と
「
巻
一
ご
（
伊
藤
入
道
が
斬
ら
る
る
事
）
の
僚

に
‘
其
首
を
斬
ら
れ
る
死
方
が
如
何
に
も
怨
み
た
っ
ぷ
り
で
あ
る
。

然
て
も
不
忠
を
振
舞
ひ
し
伊
東
→
ヘ
道
は
生
捕
り
に
せ
ら
れ
て
‘
聾
の
三
浦
の
介
義
澄
に
預
け
ら
れ
た
り
し
を
、
召
出
し
て
鎧
摺
と
い
ふ
所
に
て
首
を
例
ね
ら

れ
け
り
。
最
期
の
時
、
西
方
に
も
問
は
ず
、
十
念
に
も
及
ば
ず
し
て
、
父
組
相
俸
の
所
領
伊
東
河
津
の
方
を
執
心
深
げ
に
見
や
り
し
ぞ
無
惑
な
る
（
犬
山
寺

本
）
更
に
亦
、
禅
師
坊
と
い
ふ
兄
弟
の
弟
で
平
く
越
後
の
関
上
寺
に
や
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
兄
弟
の
死
後
そ
の
片
割
れ
と
見
ら
れ
呼
出
さ
れ
る
が
、
之
も
吾
妻
鏡
、

大
石
寺
木
系
が
自
殺
す
る
に
針
し
て
、
流
布
本
来
は
最
初
は
自
殺
を
企
て
る
が
死
に
切
れ
ず
苦
し
い
偉
に
、
鎌
倉
ま
で
引
出
さ
れ
て
首
を
斬
ら
れ
る
悲
惨
な
話

に
饗
っ
て
ゐ
る
。
何
故
に
流
布
木
系
は
此
様
に
話
を
悲
惨
に
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
。
更
に
、
之
は
全
巻
を
通
じ
て
一
一
一
口
へ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

大
石
寺
木
来
で
は
万
劫
御
前
、
流
布
木
系
満
江
の
子
供
の
問
題
で
あ
る
。

京
の
某
人
と
京
の
小
次
郎
、
伊
東
耐
泰
と
の
聞
に
兄
弟
と
御
房
、
叉
曾
我
太
郎
と
の
聞
に
子
供
が
出
来
る
。
少
く
と
も
三
腹
の
子
を
生
み
、
そ
の
子
が
叉
各



々
不
幸
な
死
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
故
然
る
か
が
深
い
疑
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
乍
ら
、
少
な
く
と
も
今
迄
挙
げ
て
来
た
大
石
寺
本
系
よ
り
流
布
木
系
に
移
行
し
て
ゐ
る
聞
に
生
じ
た
後
味
の
悪
い
鑓
化
と
い
ふ
も
の
は
‘
女
性
の
語
り

口
に
よ
る
影
響
と
思
っ
て
ゐ
る
。
之
を
、
今
日
よ
り
み
れ
ば
陰
惨
な
る
不
幸
感
さ
え
抱
か
し
め
る
の
で
あ
っ
た
。
所
・
謂
、
室
町
期
を
境
に
賎
民
の
手
中
に
停
承

さ
れ
た
文
皐
に
は
、
質
は
こ
の
陰
惨
な
趣
好
は
つ
い
て
廻
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
と
言
へ
ば
、
女
性
、
九
過
去
に
犯
し
た
罪
障
を
消
滅
さ
せ
る
目
的

を
以
て
、
自
ら
の
罪
あ
る
過
去
を
告
白
し
て
諸
凶
を
歩
い
た
一
つ
の
俸
承
園
陸
が
あ
っ
た
が
矯
に
、
か
く
の
如
き
一
要
素
が
物
語
に
加
は
っ
て
来
た
と
息
は
れ
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
女
性
達
は
文
墜
と
別
の
目
的
を
以
て
自
ら
の
極
楽
往
生
の
効
果
を
得
る
努
力
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
方
に
於
い
て

は
、
虎
御
前
の
色
殴
悔
で
あ
り
、
別
の
系
統
と
向
は
れ
る
湖
江
一
圏
の
過
去
を
説
く
罪
多
き
生
活
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
説
く
習
慣
が
‘
悲
批
な
る
可
き
仇

討
事
件
に
、
此
様
な
不
道
徳
な
し
か
も
陰
惨
な
る
一
要
素
を
包
含
す
る
に
到
っ
た
か
に
見
え
る
。
一
方
、
彼
等
女
性
に
言
は
し
む
れ
ば
、
物
語
に
拍
車
を
加
へ
る

悲
劇
化
に
努
力
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
目
的
が
罪
障
消
滅
を
第
一
に
し
た
が
た
め
に
非
文
準
要
素
の
多
き
は
、
彼
等
に
言
は
し
む
れ
ば
嘗
然
の
事
で
あ
っ
た

の
だ
。
従
っ
て
後
味
の
悪
い
慮
が
、
曾
我
物
語
を
践
く
停
播
さ
せ
、
常
民
の
多
数
に
悲
涙
を
ぬ
ぐ
は
せ
た
、
女
性
は
女
性
な
り
の
趣
好
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
が
今
日
よ
り
み
る
と
非
丈
島
ナ
的
邪
魔
も
の
に
見
え
る
の
は
、
時
代
の
推
移
の
結
果
で
あ
り
、
聴
衆
の
趣
好
の
低
下
に
と
も
な
ふ
、
語
り
手
の
零
落
で
あ

っ
た
か
と
思
ふ
ロ
（
停
承
圏
睦
に
闘
す
る
論
は
後
述
で
論
謹
す
る
）
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先
十
若
舞
と
流
布
本

だ
が
、
女
の
語
り
手
の
機
悔
の
み
で
、
此
捷
化
の
理
由
の
す
べ
て
は
設
け
ぬ
。
幸
若
舞
曲
、
古
浄
瑠
職
、
歌
舞
妓
と
の
闘
係
の
有
無
が
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。



大
石
寺
本
来
よ
り
流
布
本
来
に
到
る
聞
に
非
常
に
相
違
の
あ
る
和
田
義
盛
と
十
郎
の
酒
盃
を
畢
げ
る
僚
の
事
は
既
に
詳
細
を
つ
く
し
た
。
此
、
江
戸
人
の
趣

好
に
答
へ
た
か
に
見
え
る
流
布
本
系
の
内
容
が
幸
若
舞
の
「
和
田
義
盛
」
と
同
じ
趣
好
な
の
で
あ
る
。
唯
、
「
排
才
天
の
事
」
及
「
ふ
ん
女
が
事
」
の
故
事
は
小

具
さ
れ
て
ゐ
る
が
‘
巻
六
の
「
和
田
義
感
が
酒
宴
の
事
」
「
朝
比
奈
虎
が
局
へ
迎
へ
に
行
き
し
事
」
「
虎
が
杯
十
郎
に
差
し
ぬ
る
事
」
「
五
郎
大
磯
へ
行
き
し
事
」

「
朝
比
奈
と
五
郎
力
競
の
事
」
以
上
五
傍
目
は
舞
曲
和
田
義
感
に
一
括
し
て
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
問
題
に
な
る
の
は
、
五
郎
と
朝
比
奈
の
力
競
べ
で
あ
る
。

島
津
久
基
氏
が
既
に
、
判
官
晶
民
の
幸
若
が
義
経
記
と
別
な
護
達
を
し
て
ゐ
る
と
考
え
ら
れ
た

o

「
幸
若
の
曾
我
物
」
（
糊
群
揃
一
議
文
拳
）

例
へ
ば
、
未
来
記
・
笛
之
巻
・
山
中
常
盤
等
を
翠
げ
て
詮
明
さ
れ
る
一
方
曾
我
最
民
は
、
別
の
護
達
縦
覧
化
に
之
し
い
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
然
し
‘
大
石
寺

木
系
と
幸
若
の
聞
は
、
少
な
く
と
も
小
さ
な
鑓
化
で
は
な
い
ロ
朝
比
奈
も
五
郎
も
幸
若
に
来
て
、
大
艶
な
力
持
ち
に
な
っ
て
仕
舞
ふ
の
で
あ
る
。
流
布
本
巻
六

「
朝
比
奈
と
五
郎
力
競
の
事
」
を
引
例
す
る
と
、

斯
く
て
朝
比
奈
の
三
郎
、
舞
も
過
ぎ
ぎ
ぬ
れ
ば
、
五
郎
が
立
ち
た
る
前
の
障
子
を
引
き
聞
け
見
れ
ば
‘
案
に
蓮
は
ず
‘
時
致
は
四
天
王
を
作
り
損
じ
た
る
様

に
て
、
踏
み
し
か
り
で
ぞ
立
ち
た
り
け
る
。
朝
比
奈
過
た
ず
狂
言
に
取
り
な
し
て
「
客
人
ま
し
ま
す
ぞ
や
、
此
方
へ
入
ら
せ
給
へ
」
と
て
、
草
摺
二
三
間
む

ず
と
取
り
て
引
き
け
れ
ど
も
、
少
し
も
働
か
ず
。
磐
石
な
り
と
も
義
秀
が
手
を
掛
け
な
ば
‘
動
か
ぬ
こ
と
有
る
べ
き
と
思
ひ
て
、
力
に
任
せ
‘
え
い
や
、
え

い
や
と
引
き
け
れ
ど
も
、
五
郎
は
物
と
も
思
は
ね
ば
、
引
く
と
も
無
く
引
か
る
る
と
も
無
く
、
あ
ざ
笑
ひ
て
ぞ
立
っ
た
り
け
る
。
大
力
に
引
か
れ
て
横
縫
草

摺
堪
へ
ず
し
て
一
度
に
切
れ
て
後
ろ
へ
ど
う
ど
倒
れ
け
り
。
五
郎
は
少
し
も
働
か
で
、
二
王
立
に
ぞ
立
っ
た
り
け
る
。
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幸
若
舞
の
方
は
、

舞
も
す
ぎ
時
分
に
見
え
し
時
、
障
子
の
内
に
金
物
の
一
昔
か
ら
り
と
鳴
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
と
思
ひ
、
此
廃
を
ち
っ
と
御
蒐
あ
れ
や
と
い
ふ
ま

L

に
、
閣
の
障

子
を
さ
っ
と
明
け
、
内
を
見
入
れ
て
見
で
あ
れ
ば
‘
何
か
知
ら
ね
ど
も
六
尺
ゆ
た
か
な
る
大
男
胸
板
見
け
れ
ば
、
員
白
な
る
が
五
尺
儀
り
の
大
太
万
を
‘
七

八
寸
寛
げ
か
L

ら
ば
切
り
よ
げ
に
見
え
け
れ
ば
鬼
の
様
な
る
朝
比
奈
も
‘
唯
膝
振
う
て
ぞ
立
っ
た
り
け
る
。
「
い
か
に
や
御
身
は
五
郎
殿
に
て
は
ま
し
ま
さ

ぬ
か
、
舎
兄
砧
成
も
座
敷
に
て
候
。
」
朝
比
奈
心
に
思
ふ
や
う
、
寅
に
や
ら
ん
五
郎
は
蛇
に
綱
を
つ
け
た
り
と
も
‘
馬
な
ら
ば
乗
ら
ん
と
、
民
言
を
す
る
と

聞
い
つ
る
も
の
を
、
座
興
な
が
ら
貨
に
、
力
の
程
を
試
さ
ば
や
と
思
ひ
、
「
賓
に
御
遊
は
出
づ
ま
じ
い
か
」
と
い
ふ
億
に
、
走
り
懸
っ
て
、
腹
巻
の
草
摺
ニ



三
枚
胴
の
板
に
引
き
し
め
、
前
へ
え
い
や
と
引
き
け
る
に
、
ち
っ
と
も
更
に
は
た
ら
か
ず
。
貨
に
こ
れ
は
強
か
り
け
る
や
、
三
浦
一
門
は
九
十
三
騎
、
連
判

は
四
百
八
十
飴
人
が
中
に
、
小
林
の
朝
比
奈
と
て
、
名
に
し
負
う
た
る
某
が
、
五
郎
を
唯
今
座
敷
へ
引
き
出
さ
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
し
や

hつ
が
い
な
り
と
お
も

ひ
て
、
朝
比
奈
三
郎
が
、
力
の
出
で
来
る
し
る
し
に
、
左
右
の
腕
と
か
ひ
な
に
、
力
筋
と
い
ふ
も
の
が
、
十
四
五
二
三
十
ふ
つ
ノ
＼
と
出
で
に
け
り
。
胸
を

お
ふ
る
力
毛
は
、
基
盤
の
表
に
銅
の
針
を
す
り
な
ら
べ
た
る
如
く
な
り
。
銅
の
筋
が
額
へ
上
り
、
額
の
筋
が
胴
へ
下
り
、
物
に
よ
く
／
＼
・
砦
ふ
れ
ば
、
き
う

ち
ゃ
う
の
藤
が
、
松
を
か
ら
ん
で
、
き
り
ん
が
と
も
を
こ
う
た
る
に
ち
っ
と
も
蓮
は
ざ
り
け
り
。
「
お
う
仰
々
し
の
有
様
や
、
宇
佐
見
楠
見
河
津
、
三
箇
の

班
の
内
に
し
て
、
荒
馬
に
騎
つ
て
の
大
力
と
呼
ば
れ
て
、
朝
比
奈
程
の
小
男
に
、
閤
々
と
引
か
れ
て
座
敷
へ
は
出
づ
ま
じ
い
も
の
‘
貨
に
強
う
引
く
な
ら

ば
、
三
枚
の
草
摺
が
切
る
ふ
か
膝
の
筋
が
蓮
ふ
か
、
ふ
ま
へ
た
板
が
大
地
へ
落
ち
つ
く
か
、
三
つ
に
一
つ
は
定
の
物
と
思
ひ
て
‘
ふ
ん
ち
が
っ
て
立
っ
た
、

は
っ
し
ん
を
い
ら

L

け
‘
前
へ
え
い
と
引
い
た
。
後
へ
え
い
と
の
い
た
、
草
摺
切
れ
て
の
き
け
れ
ど
、
立
所
を
去
ら
ず
し
て
‘
ふ
ん
ち
が
っ
て
立
っ
た
、
い

や
骨
我
五
時
時
宗
を
、
大
力
と
申
し
て
怖μり
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

金
平
浄
瑠
璃
を
待
た
ず
し
て
‘
初
代
国
十
郎
を
待
た
ず
し
て
、
荒
事
は
既
に
創
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
島
津
氏
は
一
吉
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
雨
人
の
所
謂
草
摺
引

円
歌
舞
妓
に
於
い
て
は
貞
享
五
年
三
月
、
江
戸
山
村
座
興
行
「
肝
心
一
兵
曾
我
」
に
於
い
て
平
く
も
見
ら
れ
る
型
で
あ
る
。
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之
が
、
歌
舞
妓
の
世
界
で
は
初
代
国
十
郎
の
五
郎
．
初
代
中
村
博
九
郎
の
十
郎
役
に
よ
り
演
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
基
本
と
な
っ
て
荒
事
惑
は
護
生
し
て
来
る

の
で
あ
る
。

先
の
、
島
津
氏
の
一
一
一
日
を
借
り
れ
ば
、
護
能
史
上
の
順
か
ら
み
て
も
‘
大
石
寺
本
来
と
流
布
本
系
の
聞
に
幸
若
舞
を
立
て
三
段
の
饗
化
と
一
一
臨
み
ら
れ
ぬ
事
も
、

な
い
。
だ
が
、
殊
に
日
本
文
墜
の
研
究
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
姑
は
‘
合
理
論
で
あ
る
。
異
本
の
考
詮
の
方
法
も
荒
事
初
代
の
蚕
本
が
無
い
た
め
不
可
能
に
近

い
。
幸
若
舞
曲
と
流
布
本
来
と
の
比
較
を
密
に
す
る
一
方
、
方
法
を
縫
へ
て
、
初
代
圏
十
郎
を
中
心
に
謹
能
史
上
の
問
題
と
し
て
、
断
簡
を
集
め
て
行
く
必
要



を
感
じ
て
ゐ
る
。
物
語
と
所
説
曾
我
吻
と
の
ぎ
り
ん
＼
の
交
流
姑
は
い
ま
だ
に
解
決
が
つ
い
て
ゐ
な
い
儲
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
‘
流
布
本
来
が
幸
若
と
近
似
し
た
趣
好
を
も
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
語
り
手
の
趣
好
の
近
似
を
意
味
し
て
ゐ
た
。
し
て
み
る
と
．
少
く
と
も
以
上
あ

げ
た
部
分
に
限
り
、
流
布
本
来
は
幸
若
の
語
り
手
に
近
い
趣
好
の
人
々
に
語
ら
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

一
方
に
は
‘
前
に
述
べ
た
陰
惨
な
る
要
素
が
あ
り
、
一
方
に
は
亦
．
か
く
の
如
き
荒
く
し
て
明
る
い
要
素
を
持
ち
、
所
詣
流
布
本
は
満
腹
し
た
の
で
あ
る

0

・
伊
勢
貞
丈
が
径
一
「
惟
喬
惟
仁
位
宇
」
の
僚
に
「
我
が
山
の
住
侶
に
惑
共
和
尚
一
五
々
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
比
叡
山
の
僧
に
作
者
を
凝
し
、
之
が
有
力
な
作
者
考

の
一
つ
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
江
波
源
氏
が
（
曾
我
物
語
に
就
い
てll

凶
語
と
岡
文
皐
大
正
十
五
年
十
月
）
箱
根
借
だ
と
反
詮
を
奉
げ
た
。
こ
の
二
つ
の
有
力

な
る
針
立
は
、
箱
根
中
心
の
唱
導
国
睦
が
、
い
つ
か
ら
か
叡
山
中
心
の
護
能
闘
に
も
波
及
し
た
こ
と
を
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
封
立
意

H
Aは
大
部
ゆ

る
め
ら
れ
る
。
ま
し
て
、
幸
若
舞
曲
の
始
組
桃
井
幸
若
丸
が
叡
山
の
出
身
で
あ
る
慮
よ
り
見
る
と
、
大
石
本
来
よ
り
流
布
木
系
へ
の
増
加
が
幸
若
に
近
い
要
素

が
多
い
事
は
、
深
い
．
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
か
に
見
え
る
。
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此
‘
幸
若
舞
に
近
づ
い
た
傾
向
は
未
だ
二
一
筒
所
見
出
す
事
が
出
来
る
。
一
つ
は
「
巻
七
」
に
あ
る
。
幸
若
で
言
ヘ
ば
「
小
袖
曾
我
」
の
部
分
で
あ
る
。
此
内

容
は
但
し
大
石
寺
本
来
に
も
見
出
す
事
が
出
来
る
が
、
流
布
本
来
に
行
く
と
、
之
が
叉
相
首
な
捷
化
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
大
石
寺
本
は
「
径
六
」
の
終

り
、
流
布
本
は
「
小
袖
乞
の
事
」
の
燦
で
あ
る
。
分
量
か
ら
言
ふ
と
、
流
布
本
は
ま
さ
に
三
倍
徐
に
亙
る
増
加
で
あ
る
が
、
そ
の
内
一
番
注
同
す
べ
き
慮
は
‘

五
郎
が
母
の
勘
嘗
を
許
さ
れ
て
よ
り
以
後
で
あ
る
o

「
そ
れ
そ
れ
酒
飲
ま
せ
よ
－
と
母
の
命
で
酒
盃
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
．
一
わ
た
り
盃
が
ま
わ
る
と
母

が
「
蛍
時
鎌
倉
に
て
は
、
秩
父
の
六
郎
が
今
様
、
梶
原
源
太
が
横
笛
と
聞
く
。
然
れ
ど
も
他
人
な
れ
ば
見
も
し
聞
き
も
せ
ら
れ
け
れ
ば
こ
そ
。
五
口
殿
は
箱
根
に

在
り
し
時
、
舞
の
上
手
と
聞
き
し
な
り
。
忘
れ
ず
は
舞
ひ
候
へ
か
し
」
十
郎
牒
よ
り
横
笛
取
り
出
だ
し
、
平
調
に
一
音
取
り
、
「
如
何
に
如
何
に
遅
し
」
と
促
し



け
れ
ば
、
暫
し
僻
退
に
及
ぴ
け
る
を
、
十
郎
嚇
し
立
て
て
待
ち
け
れ
ば
、
五
郎
扇
披
き
、
期
う
こ
そ
謡
ひ
て
舞
う
た
り
け
れ

J
と
以
下
歌
の
詞
章
が
績
く
。

慮
が
、
之
が
幸
舞
の
「
小
袖
曾
我
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。

五
郎
は
父
に
お
と
ら
ぬ
ま
ひ
の
上
手
と
聞
一
拍
子
う
た
へ
さ
か
な
に
せ
ん
と
仰
け
れ
ば
時
致
承
て
母
上
の
御
前
に
て
舞
ま
ふ
へ
き
事
共
も
こ
れ
を
さ
い
ご
と

思
ひ
け
れ
ば
い
つ
ノ
＼
よ
り
の
ま
ひ
よ
り
も
心
ぼ
そ
く
ぞ
ま
ふ
た
り
け
る
し
づ
や
し
づ
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
由
も
が
な
昔
を
今
に

な
さ
ば
や
と
や
ふ
し
ば
ら
く
う
た
ひ
し
が
お
つ
る
涙
に
め
が
く
れ
て
ま
ひ
を
ば
ち
う
で
ま
ひ
と
む
る

之
に
な
る
と
流
布
本
の
方
が
正
確
な
舞
ぶ
り
を
停
へ
て
ゐ
る
。
之
を
大
石
寺
本
系
よ
り
み
る
な
ら
ば
、
酒
宴
と
舞
が
加
は
っ
て
来
た
事
に
な
る
が
、
剣
っ
き
り

と
舞
曲
に
接
近
し
て
ゐ
る
。
亦
、
幸
若
舞
曲
の
中
に
判
官
物
と
曾
我
物
は
そ
の
大
部
分
の
部
曲
を
占
有
し
て
ゐ
る
が
、
私
だ
け
は
偶
然
の
現
象
で
な
い
と
信
じ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
幸
若
よ
り
女
幸
若
の
舞
太
夫
が
分
献
し
、
之
が
江
戸
女
歌
舞
妓
の
組
と
な
っ
て
行
く
整
能
史
上
に
、
接
近
の
な
い
筈
は
な
か

っ
た
に
蓮
ひ
な
い
。
（
惑
能
史
上
の
曾
我
は
別
論
）

四
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大
位
以
上
で
、
大
石
寺
本
来
に
な
い
流
布
本
来
の
ミ
ダ
シ
の
大
部
を
鰭
験
し
た
。
だ
が
、
ま
だ
一
つ
残
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
「
巻
一
ニ
」
の
大
部
分
、
幸
若
で

言
へ
ば
「
き
り
か
ね
曾
我
」
で
あ
る
。

工
藤
一
防
総
の
請
願
で
‘
遂
に
幼
少
の
兄
弟
が
頼
朝
の
知
る
慮
と
な
り
梶
原
源
太
が
使
で
曾
我
に
連
れ
出
し
に
出
掛
け
由
井
演
へ
引
出
す
が
‘
梶
原
源
太
は
じ

め
諸
将
の
願
望
に
依
っ
て
、
遂
に
白
山
霊
忠
が
命
を
乞
ひ
請
け
て
無
事
に
曾
我
へ
か
へ
る
話
で
あ
る
。
横
山
重
氏
の
「
古
浄
瑠
璃
正
本
集
二
」
に
も
「
き
り
か

ね
」
と
し
て
出
て
ゐ
る
が
、
劇
的
で
非
常
に
面
白
い
慮
で
あ
る
。
之
は
皐
に
曾
我
兄
弟
の
生
涯
に
苦
第
と
危
難
を
加
へ
、
物
語
に
波
観
を
呼
ば
む
が
た
め
の
創

意
と
い
ふ
可
き
も
の
が
、
か
く
の
如
き
脚
色
を
加
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
一
躍
は
さ
う
考
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
程
よ
く
劇
化
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
之
に
も
何
か

前
代
の
モ
デ
ル
、
又
は
類
似
の
物
語
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。



室
町
文
皐
を
回
顧
す
る
と
、
熊
野
之
本
地
（
室
町
時
代
物
語
集
一
よ
り
四
ま
で
）
は
じ
め
多
く
の
本
地
物
、
早
い
話
が
、
山
蹴
太
夫
が
や
は
り
流
離
苦
難
の

然
も
若
い
貴
紳
の
成
長
す
る
話
で
‘
此
類
型
は
非
常
に
数
多
い
。
（
折
口
信
夫
先
生
、
日
本
文
撃
の
愛
生
序
説
）
こ
の
影
響
か
ら
か
と
想
定
さ
れ
る
事
が
一
つ
。

も
一
つ
は
柳
田
園
男
先
生
の
「
亙
女
考
八
」
箱
玉
と
笈
の
接
（
郷
土
研
究
一
巻
八
競
）
に
あ
る
箱
王
に
劃
す
る
考
へ
方
で
あ
る
。
引
例
す
る
と
‘

ま
ま
だ

美
作
苫
田
郡
上
田
邑
の
箱
玉
谷
で
は
‘
但
民
箱
王
の
像
を
刻
ま
せ
て
之
を
記
っ
て
居
た
ロ
作
陽
志
に
は
箱
壬
は
如
何
な
る
人
か
知
ら
ず
。
此
漫
に
金
丸
烏
帽

子
町
な
ど
の
地
名
が
あ
っ
て
何
か
由
来
が
あ
る
ら
し
い
と
あ
る
。
此
も
多
分
は
大
磯
虎
の
故
事
に
こ
じ
つ
け
ら
れ
て
居
る
だ
ら
う
。
曾
我
物
語
に
五
郎
時
致

の
童
名
を
箱
王
と
あ
る
が
、
其
動
機
は
何
で
あ
っ
た
か
。
箱
根
に
成
長
し
た
か
ら
箱
王
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
も
亦
小
説
で
あ
っ
た
な
ら
、
ど
う
し

て
其
趣
向
が
浮
ん
だ
か
を
尋
ね
た
い
。
白
王
様
現
と
云
ふ
洞
は
土
佐
に
甚
だ
多
い
。
此
紳
の
王
の
字
は
王
子
の
王
で
‘
古
人
の
幼
名
に
何
王
何
若
の
多
い
の

が
、
何
れ
も
元
は
神
の
ミ
コ
に
擬
し
て
其
保
護
を
仰
い
だ
の
と
同
じ
く
、
神
託
を
仲
介
す
べ
き
人
の
稽
抜
か
ら
移
っ
た
名
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
更
に
奥
深
く

‘
ロ
可
』

侍
読
の
林
に
分
入
っ
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
猶
多
く
の
語
草
が
茂
っ
て
居
る
。
例
ヘ
ば
穂
子
淵
の
昔
話
は
鞠
じ
て
員
一
言
借
と
の
物
悲
し
い
情
史
を
作
り
、
或

は
戦
闘
時
代
の
悲
劇
に
取
合
せ
て
、
乳
母
と
若
君
と
の
落
人
の
物
語
を
停
へ
云
々
：
：
：

と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
之
で
剣
る
如
く
五
郎
の
幼
少
の
営
王
も
又
幼
い
神
と
し
て
ミ
コ
に
－
託
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
出
来
る
の
で
、
此
曾
技
兄
弟

が
白
井
演
へ
引
出
さ
れ
る
命
乞
ひ
の
一
僚
も
、
何
か
偶
然
で
な
い
停
唱
者
の
力
と
思
っ
て
ゐ
る
。
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五

先
に
、
化
粧
坂
の
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
、
五
郎
と
梶
原
源
太
と
喧
嘩
を
す
る
こ
と
を
言
っ
た
が
、
此
梶
原
源
太
が
若
い
頃
の
兄
弟
に
命
乞
ひ
を
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
以
後
大
部
年
へ
だ
た
っ
た
。
源
太
も
良
い
年
に
な
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
が
、
五
郎
封
手
に
若
々
し
く
も
織
を
事
ふ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
此
雨
方
の

記
録
共
に
大
石
寺
本
系
に
無
い
内
容
で
あ
る
か
ら
、
全
々
新
し
い
培
加
で
、
不
自
然
な
性
格
内
容
を
麗
凡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

命
乞
ひ
が
「
巻
一
ニ
」
で
あ
り
‘
「
巻
五
」
で
暗
一
嘩
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
「
巻
一
ニ
」
と
「
袋
五
」
の
聞
に
は
ど
う
し
て
も
ニ
へ
の
作
者
を
考
へ
ね
ば
理
は



通
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
江
波
氏
の
言
ふ
謡
曲
「
望
月
」
及
六
十
一
番
職
人
歌
合
せ
に
見
出
し
た
語
り
手
の
普
女
の
例
設
は
‘
此
慮
に
亦
、
二
種
類
の
嘗
女
を
考
へ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。
之
に
依
っ
て
考
え
得
る
事
は
、
幸
若
舞
曲
や
古
浄
瑠
楢
の
如
く
、
幾
日
分
か
に
別
れ
て
一
つ
一
つ
語
っ
た
ら
し
い
跡
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
之
と
同
じ
様
に
、
少
な
く
と
も
流
布
本
来
に
到
る
ま
で
の
語
り
つ
ぎ
は
、
や
は
り
全
部
を
一
度
に
語
っ
た
の
で
は
な
し
に
、
一
部
分
づ

L

．
然
か

、
、
、
、

も
多
く
の
普
女
に
よ
り
、
や
っ
ぱ
ち
に
合
せ
て
語
っ
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
流
布
本
来
に
内
容
が
増
加
し
て
ゐ
る
事
は
、
古
い
口
頭
体
承
の
名
残

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
部
分
部
分
を
語
り
縫
い
で
行
っ
た
事
が
、
買
は
縄
除
源
太
の
如
き
二
重
人
格
者
を
創
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
十
巻
本
」

「
十
二
巻
本
」
の
相
蓮
に
は
深
い
意
義
を
感
ぜ
ぬ
が
、
ミ
ダ
シ
が
小
割
に
生
じ
、
然
る
程
に
、
そ
も
そ
も
の
語
り
口
で
増
加
し
て
行
く
黙
は
、
建
久
何
年
何
月

一
再
々
で
語
り
は
じ
め
る
大
石
寺
系
と
較
べ
た
場
合
、
は
っ
き
り
語
り
手
の
勢
力
は
増
加
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

虎
御
前
の
廻
園
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大
石
寺
本
来
と
流
布
本
来
の
筋
立
の
相
蓮
は
、
一
臆
以
上
で
終
っ
て
ゐ
る
。
併
し
、
細
部
に
亙
っ
て
行
く
と
未
だ
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
節
々
を
持
っ
て
ゐ
る
。

吾
妻
鏡
に
‘
虎
御
前
が
和
字
の
調
論
文
を
捧
げ
‘
葦
毛
の
馬
一
匹
を
引
き
唱
導
の
施
物
を
潟
し
つ
ヘ
善
光
寺
へ
赴
い
た
記
録
は
、
五
日

A

妻
鏡
が
民
字
本
の
影

響
を
受
け
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
（
別
に
論
ず
る
）
善
光
寺
が
尼
の
一
中
心
を
矯
し
て
居
た
こ
と
は
、
此
時
代
の
記
録
に
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
不

思
議
は
無
い
。
唯
、
大
石
寺
本
来
が
善
光
寺
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
‘
熊
野
迄
出
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ロ
印
、
大
石
寺
本
「
巻
十
」
の
終
末
に

其
後
虎
は
曾
我
の
女
房
に
暇
を
乞
ひ
、
二
人
の
骨
を
頚
に
か
け
、
信
濃
幽
善
光
寺
へ
参
り
つ
ヘ
旦
史
茶
縦
堂
に
殿
原
の
白
骨
を
賊
め
、
堂
掛
巡
櫨
し
、
故
郷

へ
障
る
と
て
‘
：

之
は
吾
妻
鏡
に
共
通
し
て
ゐ
る
。
此
少
し
前
‘
箱
根
で
兄
弟
の
母
と
迫
善
を
消
せ
て
唯
一
人
に
な
っ
た
虎
が
．



斯
く
て
駿
河
闘
を
立
出
で
て
‘
都
の
方
へ
上
り
、
熊
野
参
詣
を
遂
げ
て
‘
太
子
、
首
麻
‘
笠
置
、
岩
屋
、
吉
野
、
粉
川
の
方
を
打
廻
り
暫
く
天
王
寺
に
逗
留

し
て
七
日
の
参
籍
を
遂
守
る

そ
こ
へ
一
人
の
比
丘
尼
が
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
工
藤
紘
経
が
殺
さ
れ
る
時
巻
添
ひ
を
喰
っ
て
殺
さ
れ
た
備
前
貴
備
津
宮
の
往
藤
内
の
妻
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

袖
を
絞
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
は
二
人
で
駿
河
闘
に
聞
え
た
四
個
の
大
寺
、
建
保
・
久
能
・
平
洋
・
大
窪
を
拝
み
廻
る
。
以
後
は
叉
虎
一
人
で
伊
藤
の
緯
迦
堂
へ

そ
れ
か
ら
箱
根
、
先
に
奉
げ
た
善
光
寺
へ
と
往
く
。
そ
の
蹄
路
松
井
田
の
宿
で
京
の
小
・
次
郎
の
妾
に
あ
ひ
涙
を
絞
る
。
更
に
又
歩
い
て
、
板
鼻
、
伊
香
保
、
第

三
年
目
に
や
っ
と
曾
我
へ
つ
い
た
。
さ
て
、
曾
我
の
女
房
も
出
家
、
夫
の
曾
我
太
郎
も
出
家
し
、
果
て
は
兄
弟
の
家
来
鬼
王
・
温
三
郎
も
出
家
す
る
。
出
家
す

る
の
は
此
兄
弟
の
関
係
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
此
虎
の
出
家
の
名
樟
修
比
丘
尼
を
慕
っ
て
数
知
れ
ざ
る
人
が
出
家
し
て
往
く
。
大
石
寺
本
に

其
外
昔
腿
ぴ
し
遊
君
共
も
、
心
あ
る
女
は
、
尼
公
に
謝
し
て
出
家
を
乞
ひ
、
酒
肉
五
辛
を
ば
道
場
へ
九
れ
ず
、
不
犯
清
浄
の
身
と
な
り
、
毎
日
極
楽
依
正
の

注
文
を
談
じ
、
六
時
不
断
の
念
仰
、
樟
修
尼
を
長
老
と
し
て
、
十
二
人
の
尼
、
朝
暮
勤
行
怠
ら
ず
、
蹄
依
の
旦
那
も
多
か
り
け
り
。
三
浦
、
鎌
倉
よ
り
施
入

の
旦
越
‘
数
多
集
ま
り
し
と
か
や
。
況
や
曾
我
の
一
門
は
申
す
に
及
ば
ず
、
本
間
・
健
美
・
協
谷
・
海
老
名
・
二
宮
・
松
田
・
河
村
・
土
屋
・
岡
崎
・
早
河

の
人
々
も
俄
初
の
僻
事
に
も
、
曾
我
の
大
御
堂
に
ぞ
集
り
け
る
。
樟
修
尼
平
生
に
、
今
生
の
快
柴
に
て
、
極
柴
不
退
の
因
縁
、
殊
に
女
性
の
矯
に
使
あ
る
べ

し
と
、
念
仰
の
功
徳
康
大
な
る
事
を
談
じ
：
：
・
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此
慮
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
往
藤
内
の
妻
も
虎
も
出
家
の
名
を
比
丘
尼
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
之
だ
け
の
庚
大
な
土
地
を
歩
い
て
、
然
か
も
之
だ
け

の
出
家
す
る
人
を
加
へ
た
と
言
ふ
こ
と
は
‘
虎
と
言
ふ
比
丘
尼
が
、
熊
野
の
信
仰
を
説
い
て
歩
い
た
翻
準
比
丘
尼
と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

此
、
熊
野
よ
り
出
る
檎
読
き
の
比
丘
尼
が
始
め
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
地
獄
縞
闘
を
持
っ
て
‘
生
前
仰
に
供
へ
ぬ
も
の
は
此
様
な
地
獄
に
落
ち
る
と
説
い
た
。
そ

れ
が
後
に
・
次
第
に
今
日
見
る
縛
巻
物
風
の
物
語
を
説
く
様
に
な
方
、
自
分
自
身
の
過
去
の
悪
業
不
徳
を
説
い
て
、
人
々
に
厚
い
信
仰
心
を
持
た
せ
た
の
で
あ



。
。

o
b
b

る
。
虎
と
い
ふ
比
丘
尼
も
叉
、
和
字
識
論
文
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
の
過
去
の
一
罪
障
消
滅
の
た
め
憐
悔
し
て
歩
く
八
百
比
丘
尼
（
折
口
信
夫
先
生
、
古
代
研
究
）

の
如
く
‘
曾
我
兄
弟
と
自
分
の
闘
係
を
説
い
て
歩
い
た
と
思
は
れ
る
。
之
を
‘
比
丘
尼
の
本
旨
よ
り
み
れ
ば
、
極
く
自
然
の
事
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
流
布
本
系
に
虎
御
前
が
活
躍
を
強
め
‘
曾
我
物
語
に
虎
、
十
郎
を
中
心
と
し
た
陰
惨
な
話
を
加
へ
て
行
く
の
も
‘
言
っ
て
み
れ
ば
満
江
と
共
に
虎

が
極
集
往
生
を
遂
げ
る
た
め
に
必
要
な
る
機
悔
告
白
が
‘
か
く
文
墜
を
陰
惨
に
し
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
中
心
の
物
語
に
は
こ
の
機
侮
要
素
は

つ
い
て
廻
っ
て
ゐ
る
。
能
子
継
母
の
類
話
に
し
て
も
‘
讃
む
に
耐
え
ぬ
程
い
ぢ
め
ち
ら
す
。
歌
舞
妓
の
世
界
に
も
こ
の
要
素
は
充
分
後
世
迄
赫
を
引
い
て
ゐ

る
。
之
を
以
て
日
本
民
族
の
残
虐
性
を
論
ず
る
の
は
首
を
得
て
居
な
い
。
機
悔
の
目
的
を
失
っ
た
後
で
も
、
文
皐
に
い
つ
ま
で
も
‘
そ
の
要
素
が
残
っ
た
迄
で

あ
る
。
唯
、
歌
舞
妓
の
世
界
で
は
、
後
世
悪
業
を
肯
定
す
る
地
盤
の
上
に
之
を
認
め
る
作
者
が
出
て
は
来
る
の
だ
が
、
根
本
の
出
慮
は
此
慮
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
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流
布
本
は
、
箱
根
に
於
い
て
迫
善
す
る
慮
ま
で
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
後
、
虎
は
一
人
に
な
っ
て
先
づ
兄
弟
の
討
死
し
た
井
出
ノ
旦
を
訪
ね
、
兄
弟
の

霊
を
弔
ふ
の
で
あ
る
。
此
以
後
の
廻
闘
の
様
子
は
大
石
寺
本
と
大
部
鑓
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
以
後
虎
は
工
藤
砧
経
が
討
た
れ
た
時
に
侍
っ
て
ゐ
た
手
越
の
少
将
に

あ
ひ
‘
こ
の
少
将
も
出
家
す
る
。

吾
妻
鏡
に
於
け
る
虎
の
記
事
は
刻
っ
き
り
と
「
除
髪
せ
ず
と
い
へ
ど
も
」
と
出
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
此
本
の
虎
も
手
越
の
少
将
も
「
鶏
翠
の
髪
を

剃
り
落
し
」
と
あ
る
。
大
石
寺
本
は
剣
っ
き
り
せ
ず
‘
唯
改
名
し
て
蹄
修
比
丘
尼
と
言
ふ
と
だ
け
記
録
さ
れ
て
ゐ
た
。
同
じ
く
流
布
本
に
、

然
る
程
に
‘
二
人
は
打
連
れ
だ
ち
‘
臓
の
衣
、
紙
の
会
を
肩
に
懸
け
て
、
諸
闘
を
修
業
し
、
信
濃
闘
善
光
寺
に
、
一
両
年
の
ほ
ど
他
念
を
交
へ
ず
し
て
念
悌

申
し
、
過
去
、
聖
霊
‘
頓
生
菩
提
と
一
耐
り
、
ま
た
都
に
上
り
、
法
然
上
人
に
逢
ひ
奉
り
、
念
仰
の
法
談
を
委
し
く
聴
聞
し
、
輔
培
に
念
仰
修
行
進
み
け
る
こ

そ
有
難
け
れ



此
慮
に
到
っ
て
流
布
本
は
大
石
寺
本
と
廻
閣
の
足
並
が
合
は
な
く
な
っ
た
。
何
故
に
法
然
に
合
ふ
話
に
饗
更
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
大
石
寺
本

の
虎
と
流
布
本
の
虎
と
同
人
か
ど
う
か
と
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
そ
れ
は
後
の
論
に
ゆ
づ
り
‘
そ
れ
よ
り
虎
は
大
磯
に
蹄
り
、
兄
弟
の
母
と
二
の
宮
に
曾
ひ
‘

法
然
の
天
台
浄
土
の
仰
得
を
説
得
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

簡
単
に
言
へ
ば
、
流
布
本
は
叡
山
浮
土
宗
の
霊
験
説
話
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
叡
山
の
記
事
が
流
布
本
に
あ
っ
て
、
大
石
寺
本
に
無
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
流

布
木
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
一
つ
で
あ
る
。
殊
に
「
巻
六
」
に
於
い
て
は
「
比
叡
山
の
始
ま
り
の
事
」
の
傑
に
は
叡
山
の
霊
徳
を
露
骨
に
説
い
て
ゐ
る
。
流
布
本

に
故
事
の
加
は
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
う
る
さ
い
位
で
あ
る
が
「
惟
喬
、
惟
仁
の
位
争
の
事
」
も
叡
山
中
心
の
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
犬
山
寺
本
を
校
註
さ
れ

た
荒
木
良
雄
氏
は
、
流
布
本
は
増
補
さ
れ
た
型
と
一
一
一
口
は
れ
て
ゐ
る
。

「
比
叡
山
始
の
事
」
が
太
平
記
乃
至
謡
曲
「
白
髭
」
に
見
え
て
ゐ
る
侍
読
と
同
系
統
な
が
ら
、
叡
山
の
縁
起
を
読
き
、
「
帝
緯
と
阿
修
羅
の
戟
の
事
」
に
天
台

の
輝
を
引
き
。
「
嵯
峨
の
鶴
迦
作
り
奉
り
し
事
」
に
今
の
嵯
峨
の
煙
迦
を
語
っ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
増
補
者
が
京
都
在
住
の
人
で
あ
り
、
浄
土
借
で
あ
る
ら

し
い
推
定
を
確
か
に
す
る
。
或
は
コ
ニ
井
寺
の
智
興
大
師
の
事
」
「
泥
不
動
の
事
」
を
増
盆
し
た
の
も
‘
そ
の
闘
係
で
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。

と
誘
い
た
。
良
い
設
で
あ
る
。
そ
し
て
翠
げ
ら
れ
た
之
等
の
ミ
ダ
シ
は
す
べ
て
大
石
寺
本
来
に
無
い
。
そ
し
て
一
方
に
、
此
事
を
論
詮
す
る
が
如
く
、
大
石
寺
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本
に
熊
野
を
廻
っ
て
来
た
虎
が
、
流
布
本
で
は
親
盤
上
人
の
慮
へ
法
を
聴
き
に
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。

之
を
、
唱
導
者
の
側
よ
り
考
へ
れ
ば
、
語
り
手
の
虎
は
二
人
以
上
と
み
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
同
時
に
、
叡
山
を
中
心
と
し
た
唱
導
者
が
語
り
継
い
だ
で
あ
ら

う
事
も
動
か
し
難
い
。

熊
野
比
丘
尼
系
統
の
比
丘
尼
は
、
か
な
ら
ず
し
も
髪
を
剃
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
事
は
、
既
に
柳
田
先
生
が
誘
い
て
ゐ
る
（
郷
土
研
究
、
毛
坊
主
考
、
亙

女
考
）
吾
妻
鏡
の
記
録
が
之
に
合
致
す
る
事
が
一
つ
の
暗
示
で
あ
る
。
慮
が
天
台
の
惜
は
剃
髪
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
江
波
氏
の
説
い
た
七
十
一
番
職
人
歌

合
せ
に
出
て
来
る
普
女
の
緒
は
盲
で
髪
の
毛
が
無
い
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
こ
の
二
系
統
は
考
へ
て
置
く
可
き
か
と
思
ふ
。
ま
し
て
、
平
家
物
語
、
幸
若
舞
曲

す
べ
て
こ
の
山
に
な
っ
た
と
す
る
古
人
の
設
は
、
深
い
意
味
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
曾
我
物
語
を
伊
勢
貞
・
丈
が
「
わ
が
山
」
読
を
以
て
叡
山
僧
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
と
す
る
考
へ
は
、
根
援
の
あ
る
設
で
あ
っ
た
。
だ
が
‘
之
が
大
石
寺
木
系
に
、
査
々
見
る
事
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
箱
根
山
僧
識
が
有



力
化
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
流
布
本
来
と
大
石
寺
本
来
に
根
底
を
ゆ
る
が
す
程
大
き
な
筋
立
て
の
嬰
化
が
あ
る
誇
で
は
な
い
。
筋
は
飽
迄
も
大
石
寺
来

よ
り
糸
を
引
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
流
布
本
来
は
和
田
義
盛
を
中
心
と
し
た
幸
若
の
洗
趨
を
受
け
、
一
方
に
は
か
く
の
如
き
叡
山
僧
の
影
響
下
に
膨
張
し
た
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ

ば
、
足
柄
山
脈
を
中
心
と
し
た
物
語
よ
り
離
れ
て
‘
や
が
て
都
に
迄
普
及
さ
れ
た
面
影
な
の
か
と
思
ふ
。

曾
我
兄
弟
の
墓

曾
我
物
語
の
内
部
に
於
い
て
す
ら
、
先
づ
二
人
の
虎
御
前
が
考
へ
ら
れ
た
。
庭
が
、
何
が
故
に
か
江
戸
の
随
筆
、
闘
絢
の
類
．
又
全
閣
に
今
の
世
に
残
っ
た

口
碑
に
、
虎
御
前
が
歩
い
て
来
た
と
か
‘
此
土
で
死
ん
だ
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
慮
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
之
に
と
も
な
っ
て
、
兄
弟
の
死
ん
だ
土
地
と
い

ふ
の
も
‘
之
亦
無
数
な
の
で
あ
る
。
私
の
慮
に
は
そ
の
資
料
は
乏
し
い
。
唯
、
大
正
四
年
に
日
本
及
日
本
人
と
い
ふ
雑
誌
に
柳
田
先
生
が
「
曾
我
兄
弟
の
墳

墓
」
と
い
ふ
論
究
を
書
か
れ
た
。
之
が
貴
重
な
こ
の
論
旨
の
基
礎
資
料
に
な
る
の
で
あ
る
。

- 62-

ω
先
づ
お
膝
下
か
ら
言
へ
ば
、
東
京
下
谷
新
寺
町
法
一
胴
寺
内
に
虎
女
の
墳
な
り
と
い
ふ
五
輪
塔
が
あ
る
。
此
塔
は
中
古
迄
は
或
大
名
の
屋
敷
に
あ
っ
た
の
を
不

思
議
の
事
あ
り
て
此
寺
ヘ
移
せ
り
と
停
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
不
思
議
の
事
あ
り
て
石
を
移
す
と
は
虎
女
の
話
に
多
い
。
虎
女
は
何
時
も
石
が
伴
を
し
て
ゐ
る
。

ゆ
甲
州
中
豆
摩
郡
麓
安
村
字
安
逼
組
の
伊
豆
神
社
に
は
本
祉
の
相
殿
に
曾
我
砧
成
と
其
妾
虎
御
前
と
を
問
っ
て
居
る
。
土
地
で
は
虎
女
は
此
村
の
生
れ
で
あ
る

が
人
並
勝
れ
し
美
貌
な
り
し
か
ば
大
磯
の
長
女
の
御
内
に
迎
へ
ら
れ
て
養
女
と
な
り
し
に
、
結
成
の
残
せ
し
後
は
‘
故
郷
に
蹄
り
て
蹴
成
の
冥
福
を
絶
っ
た

の
だ
と
停
へ
ら
れ
て
居
る
。
洞
の
西
に
は
虎
女
の
鏡
石
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
（
附
記
昭
和
二
十
九
年
七
月
此
慮
を
訪
ね
た
。
安
遁
組
は
は
や
り
病
の
篤
人



家
亡
ぴ
、
伊
豆
神
社
も
村
内
に
移
し
た
と
い
ふ
。
村
の
老
人
の
話
に
、
ま
だ
こ
の
伊
豆
神
社
が
安
遁
組
に
あ
っ
た
噴
、
村
の
老
人
が
五
月
二
十
八
日
の
涙
雨

の
祭
日
の
晩
こ
の
前
を
通
り
か
か
る
と
‘
社
殿
の
奥
で
万
を
斬
り
合
は
せ
る
普
が
し
た
。
び
っ
く
り
し
て
村
に
入
り
、
御
燈
明
を
上
げ
て
祭
っ
た
慮
‘
万
の

一
音
は
止
ん
だ
。
こ
の
祭
日
は
か
な
ら
ず
雨
が
降
っ
た
も
の
だ
と
聞
か
せ
て
呉
れ
た
。
従
っ
て
今
は
こ
の
鏡
石
だ
け
が
草
む
ら
に
か
く
れ
て
ゐ
る
）

ω
ず
っ
と
西
へ
飛
ん
で
但
馬
園
朝
来
郡
森
村
に
も
虎
御
前
の
墓
が
あ
る
「
大
磯
の
虎
此
村
に
来
り
南
某
の
家
に
泊
せ
し
に
曾
々
一
脚
疾
を
患
ひ
て
残
せ
し
か
ば
村

人
厚
く
之
を
葬
る
」
云
々
と
「
朝
来
誌
」
に
記
し
て
居
る
。

ω

の
み
な
ら
ず
隣
村
大
月
村
に
も
九
重
の
石
塔
あ
り
て
、
村
人
は
之
を
虎
御
前
の
墓
だ
と
言
っ
て
居
る
。
一
一
ケ
村
に
並
ん
で
二
つ
墓
の
あ
る
の
な
ど
は
徐
り
振

ひ
過
ぎ
て
ゐ
て
御
挨
拶
に
困
る
が
、
そ
れ
で
も
「
古
代
の
も
の
な
る
に
似
た
り
」
と
朝
来
誌
は
保
詮
し
て
居
る
か
ら
面
白
い
。

ω
共
に
西
へ
ま
は
っ
て
安
襲
闘
へ
行
く
と
、
此
園
で
は
到
魔
に
虎
女
の
奮
跡
墳
墓
が
あ
る
。
第
一
は
高
田
郡
北
村
の
も
の
で
、
此
慮
に
は
虎
が
流
寓
の
慮
と
い

ふ
の
が
あ
る
。
さ
う
し
て
此
慮
の
縁
起
に
よ
る
と
、
虎
女
は
今
日
の
庚
島
豚
下
全
酷
を
踏
破
し
て
ゐ
る
。

m
w邸
ち
初
め
豊
田
郡
戸
野
村
に
居
り
後
備
後
世
羅
郡
赤
屋
村
に
移
り
、
正
治
二
年
此
村
に
来
り
承
元
三
年
に
三
十
六
援
を
一
期
と
し
て
此
鹿
に
残
す
と
記
さ
れ

て
ゐ
る
。
攻
年
及
年
齢
迄
が
確
か
に
記
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
虎
の
墓
の
あ
る
の
は
勿
論
、
持
っ
て
来
た
と
い
ふ
僻
像
も
安
置
し
て
あ
る
。
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間
然
る
に
を
か
し
き
は
戸
野
村
に
も
墓
が
あ
り
、
其
慮
の
字
を
大
磯
と
さ
へ
名
づ
け
て
居
る
。

閣
叉
世
羅
村
の
方
に
は
虎
少
将
二
人
の
墓
が
あ
る
の
み
か
、
同
伴
し
て
来
た
と
い
ふ
鬼
王
段
三
郎
の
塚
が
三
鎗
郡
三
良
村
に
あ
る
し
、

倒
叉
た
赤
屋
村
の
反
載
寺
に
は
雨
尼
の
携
へ
来
り
し
と
い
ふ
笈
と
観
音
像
と
が
あ
り
。

仰
向
ほ
世
羅
村
字
小
室
村
に
は
結
成
の
鍛
墓
と
虎
の
墓
と
襲
つ
並
ん
で
居
っ
て
、
墓
番
に
は
毎
年
掃
除
料
と
し
て
米
若
干
を
給
輿
し
、
虎
の
命
日
を
三
月
十
五

日
と
し
て
毎
年
体
制
米
五
升
を
供
し
て
村
内
の
正
願
寺
で
懇
ろ
な
仰
事
を
管
ん
で
居
る
。
斯
く
鹿
島
勝
に
は
虎
の
奮
跡
が
多
い
。

側
少
し
山
陽
道
を
山
奥
へ
這
入
っ
て
美
作
図
苫
田
の
上
田
村
引
乗
寺
の
本
堂
た
る
阿
輔
陀
堂
の
南
に
虎
の
援
が
あ
る
。
土
人
は
皆
虎
御
前
の
墓
だ
と
信
じ
て
居

る
が
、
賓
は
寺
の
大
檀
那
の
山
名
家
の
息
女
を
葬
っ
た
の
だ
と
い
ふ
設
も
あ
る
。

問
瀬
戸
を
飛
ぴ
九
州
に
渡
る
と
、
日
向
の
南
端
な
る
志
布
村
大
慈
寺
の
境
内
に
も
虎
の
古
跡
が
あ
る
。



以
上
十
二
を
数
え
、
併
し
誰
れ
か
別
に
虎
に
誤
ら
れ
さ
う
な
比
正
尼
が
あ
っ
て
、
首
時
に
全
園
行
脚
を
し
た
事
は
或
は
有
っ
た
事
か
と
想
像
さ
れ
ぬ
で
も
な
い

と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

大
石
寺
本
に
虎
が
熊
野
へ
出
か
け
る
。
そ
の
紀
州
の
突
出
し
た
宇
島
か
ら
、
一
二
つ
資
料
が
出
た
。
一
つ
は
和
歌
山
鯨
那
賀
郡
池
田
村
の
俸
へ
で
あ
る
。

池
田
村
大
字
池
田
新
五
番
地
三
熊
山
陽
瀧
院
構
現
寺
境
内
に
あ
る
。
簡
略
に
言
ふ
と
、
寛
永
三
年
正
月
七
十
一
歳
を
以
て
記
州
熊
野
で
虎
は
旋
し
た
と
一
疋

は
れ
る
。
寺
記
に
よ
る
と
‘
虎
御
前
は
曾
我
兄
弟
の
死
後
、
共
の
遺
骨
並
に
遺
物
を
携
へ
て
熊
野
に
詣
で
之
を
奉
納
せ
ん
潟
大
磯
を
出
護
し
、
二
十
飴
日
を

費
し
て
組
伊
路
に
入
っ
た
時
、
俄
か
に
病
に
擢
り
歩
行
困
難
と
な
っ
た
。
偶
々
此
の
地
に
樺
現
を
蹴
る
祉
の
あ
る
事
を
聞
い
て
か
ろ
う
じ
て
営
寺
に
詣
で
、

合
掌
し
て
程
な
く
息
絶
え
た
。
里
人
及
ぴ
寺
僧
之
を
葬
っ
て
碍
を
建
て
た
。
文
明
元
年
寺
僧
願
海
が
曾
我
の
遺
骨
を
高
野
山
に
納
め
た
と
の
事
で
あ
る
。
寺

の
東
方
丘
上
に
虎
御
前
の
墓
が
あ
っ
た
が
、
今
残
存
し
て
ゐ
る
の
は
笠
石
の
み
で
あ
る
（
紀
北
停
説
集
）

大
石
寺
本
系
は
熊
野
よ
り
大
磯
迄
踊
っ
て
来
て
ゐ
る
の
に
熊
野
へ
の
途
中
で
死
ん
だ
と
い
ふ
此
人
も
叉
別
人
で
あ
ら
う
が
、
更
に
は
「
紀
伊
閥
名
所
圃
絢
」
に

O
大
磯
虎
車
塚
（
巻
之
一
）

北
大
井
村
に
あ
り
。
今
こ
ぼ
ち
て
塚
の
形
な
し
。
小
き
石
仰
を
安
ず
。
曾
我
兄
弟
父
の
敵
工
藤
前
経
を
討
取
り
し
後
、
時
宗
の
妾
大
磯
の
虎
尼
と
な
り
‘
熊

野
に
詩
づ
る
道
に
峰
村
と
い
ふ
庭
に
来
り
、
俄
に
病
み
て
死
す
。
土
人
哀
な
る
事
に
思
ひ
、
其
骸
を
策
り
来
り
し
車
と
共
に
葬
り
て
壌
と
し
、
車
援
と
名
く
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弐
の
記
事
が
あ
っ
た
。

と
か
や
。

更
に
、
前
に
翠
げ
た
池
田
村
の
例
は
圃
繍
に
も
更
に
詳
し
く
出
て
ゐ
る
が
、
同
じ
く
南
陽
山
十
輸
院
停
法
寺
と
い
ふ
慮
で
は
、
虎
の
遺
物
、
什
物
、
打
鉦
‘
古

鏡
一
面
、
喝
探
よ
り
出
で
記
念
に
し
て
ゐ
る
こ
と
が
誌
さ
れ
て
ゐ
る
。
慮
が
．
非
常
に
善
く
似
た
停
へ
で
．
や
は
り
紀
州
事
塚
の
ミ
ダ
シ
で
「
新
著
聞
集
」
の

第
六
勝
跡
篇
に
、

紀
州
わ
か
山
よ
り
熊
野
這
岩
手
村
の
神
宮
寺
は
‘
往
昔
大
磯
の
虎
尼
に
成
て
熊
野
詣
で
せ
し
に
、
事
を
曳
岩
手
村
に
い
た
り
、
限
り
に
煩
ひ
し
を
‘
漣
ち
か

き
護
心
者
、
此
有
様
を
み
て
‘
今
は
擢
現
へ
の
志
も
叶
は
じ
。
い
と
哀
の
事
と
て
、
熊
野
三
山
の
鐙
柑
を
童
て
、
奔
せ
た
り
し
に
、
有
が
た
き
結
縁
に
逢
奉



り
け
る
よ
と
て
、
手
を
合
せ
打
涙
ぐ
み
、
経
を
諦
し
念
伸
し
て
‘
程
な
く
空
し
く
な
り
し
。
そ
の
な
き
が
ら
も
平
と
共
々
一
英
と
こ
ろ
に
援
に
つ
め
込
し
よ
り

車
援
と
い
ひ
し
。
里
人
も
ろ
と
も
に
哀
に
お
も
ひ
し
よ
り
．
三
熊
野
を
此
魔
に
う
つ
し
奉
り
件
の
鼓
心
者
の
庵
を
‘
紳
宮
寺
虎
に
か
け
冶
ロ
か
の
車
に
は
妻

の
十
郎
の
形
見
の
太
刀
、
そ
の
外
の
物
な
ど
侍
り
し
を
‘
費
物
に
し
て
‘
今
に
あ
り
し
と
な
ん
。

集
め
た
資
料
は
皆
熊
野
と
一
聯
の
闘
僚
を
有
し
て
ゐ
る
。
之
が
大
石
寺
本
と
共
通
す
る
。
何
故
に
熊
野
へ
骨
を
埋
め
に
行
く
の
で
あ
ら
う
か
。
小
栗
判
官

、
、
、

（
古
代
研
究
）
に
し
て
か
ら
が
‘
宇
死
の
飽
を
熊
野
超
一
単
に
凝
っ
て
行
っ
て
再
生
す
る
活
で
あ
る
。
下
つ
て
は
い
ざ
り
車
の
非
人
仇
討
は
江
戸
時
代
に
栄
え
る

も
の
の
、
す
べ
て
熊
野
中
心
の
機
悔
も
の
の
流
れ
を
俸
へ
て
ゐ
る
。
此
記
録
の
か
げ
に
潜
む
も
の
は
‘
虎
御
前
と
、
熊
野
抵
の
比
丘
尼
と
交
流
出
出
向
し
て
ゐ
る

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
虎
石
の
停
設
を
加
へ
る
と
‘
更
に
虎
加
開
設
は
英
大
な
も
の
に
な
る
。
別
に
之
を
柳
田
先
生
は
古
代
よ
り
あ
る
石
占
の
幽
位
と
考
へ
ら
れ

て
居
ら
れ
る
。
（
「
老
女
化
石
藷
」
「
女
性
と
民
間
体
承
」
他
）

此
圃
盟
と
の
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
‘
農
村
の
同
植
（
但
一
話
集

l
l

後
に
論
ず
）
に
ま
で
唄
は
れ
、
曾
我
物
語
を
民
く
凶
々
に
印
象
づ
け
て
行
っ
た
と
思

は
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
上
列
車
し
た
墳
墓
は
そ
の
人
々
の
久
し
い
足
跡
で
あ
っ
た
の
だ
。
山
東
京
体
が
「
近
世
奇
跡
考
」
の
中
に

歌
比
丘
尼
、
む
か
し
は
脇
挟
し
文
匝
に
巻
物
一
へ
て
．
地
獄
の
俗
説
し
、
血
の
池
の
け
が
れ
を
い
ま
せ
‘
不
産
女
の
哀
を
泣
す
る
業
を
し
‘
年
鑓
の
戻
り
に
、

烏
午
王
配
り
て
‘
熊
野
の
樺
硯
の
事
鰯
め
一
き
た
り
し
が
一
五
々

と
あ
る
の
は
‘
地
獄
め
「
り
で
名
高
い
熊
野
三
山
を
怨
像
せ
し
む
る
に
充
分
で
あ
る
。
鹿
が
、
此
檎
説
の
痕
跡
か
と
思
は
れ
る
個
慮
が
‘
流
布
本
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
o

「
巻
七
」
鞠
児
川
の
事
の
僚
に
、
先
づ
五
郎
を
弐
の
如
く
一
一
一
日
ふ
。

「
箱
根
を
恋
ぴ
舟
で
候
ひ
し
時
は
、
権
現
に
も
御
暇
を
も
申
さ
ず
、
ま
し
て
師
匠
に
斯
く
と
も
申
さ
ざ
り
し
事
、
今
に
某
恐
れ
残
り
て
費
え
候
」
と
申
し
け

れ
ば
‘
十
郎
も
然
て
こ
そ
と
て
、
箱
操
に
ぞ
掛
か
り
け
る
。
鞠
子
川
を
渡
り
け
る
が
、
手
綱
か
い
く
り
申
し
け
る
は
、
「
晋
殿
コ
コ
ノ
、
砧
成
五
つ
の
年
よ
り
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廿
飴
の
今
ま
で
、
此
の
川
を
一
月
に
四
五
度
づ
つ
も
渡
り
つ
ら
ん
。
如
何
な
る
日
な
れ
ば
、
今
渡
り
果
て
ん
事
の
悲
し
さ
よ
。
何
や
ら
ん
何
時
よ
り
も
此
川

の
小
濁
り
て
候
、
心
も
と
な
し
と
言
ひ
け
れ
ば
、
五
郎
申
す
や
う
、
「
皆
人
の
冥
途
に
赴
く
時
は
物
の
色
鑓
り
候
と
な
。
我
等
が
行
く
べ
き
道
、
曾
我
を
出

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

づ
る
は
裟
婆
を
別
る
る
に
て
候
。
此
川
は
三
途
の
川
、
湯
坂
の
峠
は
死
出
の
山
、
鎌
倉
殿
は
閤
魔
玉
、
御
前
砥
候
の
侍
共
は
獄
卒
阿
防
羅
剃
、
左
衛
門
尉
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

善
知
識
箱
根
の
別
賞
は
六
道
能
化
の
地
獄
菩
薩
と
念
じ
奉
る
。
此
川
の
水
色
境
る
と
見
え
て
候
ヘ
」
と
て
；
：
；

何
も
笑
は
せ
ん
が
た
め
に
頼
朝
を
閲
魔
王
に
し
た
の
で
は
な
い
。
之
で
も
質
面
白
に
地
獄
を
説
い
た
然
か
も
槍
説
き
の
面
影
が
見
え
る
。
之
が
叉
箱
根
が
熊
野

に
み
た
て
ら
れ
た
片
影
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

箱
根
と
熊
野
の
信
仰
史
上
の
交
渉
は
断
案
が
な
い
。
そ
の
伺
刷
、
此
慮
に
は
、
そ
の
基
本
的
な
資
料
を
見
て
行
く
他
は
な
い
。
柳
田
先
生
の
亙
女
考
の
四
に
‘

古
い
蕗
で
は
宗
像
の
神
‘
そ
れ
か
ら
例
の
八
幡
神
熊
野
白
山
蔵
王
諏
訪
駒
形
の
如
き
、
中
古
以
来
其
数
延
喜
式
内
の
祉
に
数
十
倍
し
た
大
小
の
嗣
が
あ
る
の

は
、
疑
ひ
も
な
く
湿
道
流
行
の
勢
に
由
っ
て
次
か
ら
弐
へ
其
信
仰
を
撒
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
旦
の
紳
に
紳
名
帳
に
名
る
や
う
な
地
方
的
特
色
が
無

く
な
り
‘
或
は
九
州
に
慮
々
の
白
山
諏
訪
祉
が
あ
り
、
奥
羽
に
熊
野
堂
が
多
く
な
っ
た
の
は
‘
勿
論
一
つ
に
は
武
家
新
恩
の
領
地
の
交
錯
に
も
基
く
で
あ
ら

う
が
、
更
に
、
叉
古
来
漂
泊
を
生
涯
と
す
る
亙
女
の
徒
が
あ
っ
て
、
年
来
旋
に
倦
む
頃
に
は
便
宜
を
求
め
て
笈
の
榊
と
共
に
土
着
し
た
結
果
で
あ
る
。

之
が
考
へ
の
総
口
で
あ
る
。
先
づ
、
箱
根
と
熊
野
の
山
の
闘
係
の
有
無
を
「
足
柄
下
郡
史
」
（
折
口
先
生
編
）
に
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

今
の
箱
根
神
社
の
紳
は
天
津
重
々
杵
倉
、
天
津
彦
火
出
見
品
阜
、
木
之
華
咲
耶
援
倉
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
箱
根
の
他
に
伊
豆
山
を
考
へ
、
二
所
擢

現
と
云
っ
て
ゐ
る
が
‘
箱
根
縁
起
に
は
此
箱
根
神
社
の
勧
請
者
と
内
に
あ
る
坊
金
剛
王
院
を
別
に
し
て
ゐ
る
。
祉
の
方
は
借
満
願
、
坊
の
方
は
聖
占
仙
人
、
二

世
が
利
行
丈
人
‘
三
世
を
玄
利
老
人
と
し
て
組
像
を
置
く
と
言
ひ
、
聖
占
を
駒
形
擢
現
、
利
行
は
能
善
樫
現
、
高
根
櫨
現
は
玄
利
に
嘗
て
、
こ
の
駒
形
が
大
磯

の
高
麗
模
現
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
叉
能
善
は
熊
野
樫
現
を
翻
請
し
た
事
を
書
い
て
ゐ
る
。
更
に
木
祉
の
方
．
金
剛
院
第
四
世
満
願
の
夢
想
に
現
れ
た
と
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い
ふ
三
盆
の
う
ち
．
本
曾
ら
し
き
も
の
は
比
丘
の
容
姿
を
な
し
．
左
に
如
意
賓
珠
‘
右
に
燭
鈷
を
携
へ
．
第
二
曾
は
宰
官
姿
態
で
．
手
に
白
挽
子
を
持
ち
、
向
．

一
隼
は
女
神
で
あ
っ
た
。
一
社
の
霊
廟
に
三
章
を
合
組
し
各
箱
根
三
社
構
現
と
言
ふ
。
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
之
が
熊
野
勧
請
の
根
底
で
あ
る
。

も
一
つ
考
へ
ら
れ
る
事
は
‘
熊
野
の
三
所
擢
現
の
内
新
勃
興
の
那
智
を
伊
豆
山
構
現
、
新
宮
を
箱
根
に
嘗
て
は
め
て
み
る
と
．
新
宮
よ
り
那
智
を
望
む
の
と

箱
根
よ
り
伊
豆
山
を
望
む
長
の
似
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
箱
根
は
こ
の
三
所
と
二
所
が
何
時
も
動
揺
し
て
固
定
し
な
い
の
は
熊
野
に
左
右
さ
れ
て
い
た

の
か
も
知
れ
ぬ
。
更
に
一
一
三
と
、
雨
方
共
涌
湯
が
あ
り
、
熊
野
の
地
獄
山
の
印
象
は
、
箱
根
の
古
記
録
に
死
出
の
山
（
議
鱒
鵠
耕
）
機
悔
之
地
な
る
故
機
悔

津
（
箱
根
別
営
快
雅
口
上
覧
書
〉
等
と
出
て
ゐ
る
の
で
こ
の
地
獄
谷
が
嘗
て
は
ま
る
の
で
あ
ら
う
。
以
上
の
資
料
よ
り
熊
野
を
箱
根
が
勧
請
し
た
事
を
頭
に
描

い
て
み
た
の
で
あ
る
。
さ
う
な
れ
ば
、
先
程
述
べ
た
‘
虎
車
爆
の
口
碑
等
も
し
っ
か
り
し
た
安
首
性
を
持
っ
て
来
る
謬
で
あ
る
。
柳
田
先
生
の
熊
野
鶴
請
の
論

究
は
、
亙
女
考
の
十
に
．

一
定
の
紳
祉
に
従
属
せ
ざ
る
所
謂
牒
亙
の
仲
間
に
於
い
て
も
‘
や
は
り
女
来
血
脈
の
思
想
が
行
は
れ
て
居
た
こ
と
は
、
略
詮
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
闘
束

の
梓
誠
一
女
は
所
調
神
事
舞
太
夫
と
共
に
、
以
前
は
悉
く
江
戸
浅
草
三
社
樫
現
の
田
村
八
太
夫
が
配
下
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
太
夫
等
の
奉
仕
す
る
三
社
櫨
現

の
如
き
も
浅
草
で
は
檎
熊
演
成
川
成
三
人
の
兄
弟
と
云
ふ
が
、
高
崎
で
は
荒
神
駒
形
及
ぴ
大
黒
の
三
社
と
云
っ
て
居
た
。
町
も
賓
は
熊
野
の
三
枇
で
あ
っ
た

ら
し
い
の
で
あ
る
。
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と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
を
み
る
と
‘
関
東
へ
の
体
承
が
思
は
れ
る
の
で
、
更
に
又
、
弐
に
拳
げ
る
先
生
の
考
へ
が
流
布
本
で
今
あ
げ
た
地
獄
の
文
章
の
理
由
を
根

操
づ
け
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
。

足
利
時
代
に
出
来
た
と
一
疋
ふ
職
人
童
歌
合
に
は
熊
野
比
正
尼
は
俗
睦
で
烏
帽
子
小
素
襖
を
着
し
琵
琶
を
抱
き
‘
杖
の
先
に
維
の
尾
を
つ
け
た
の
を
持
ち
緯
巻

を
前
に
ひ
ろ
げ
て
居
る
。
共
歌
は
‘

績
を
諮
り
琵
琶
弾
き
て
経
る
我
世
こ
そ
う
き
目
見
え
た
る
め
く
ら
な
り
け
れ

と
あ
る
。
熊
野
比
丘
尼
が
熊
野
の
倍
と
稽
す
る
地
獄
六
道
の
霊
を
維
の
尾
羽
で
槍
解
を
篤
し
翻
進
し
で
あ
る
い
た
こ
と
は
、
骨
董
集
其
他
の
有
り
ふ
れ
た
書

に
見
え
て
居
る
か
ら
之
を
省
略
す
る
。
縮
解
の
役
に
盲
は
似
合
は
ぬ
ゃ
う
だ
が
以
前
は
あ
っ
た
と
考
へ
る
。



結
論
を
言
へ
ば
‘
曾
我
物
語
を
停
承
し
た
者
は
、
虎
御
前
と
言
ふ
宗
教
園
で
あ
り
、
一
方
こ
の
宗
教
園
は
熊
野
の
比
丘
尼
と
交
流
す
る
時
代
が
あ
っ
た
と
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
浄
土
宗
桜
山
の
説
教
の
闇
健
が
加
は
り
、
故
事
来
歴
と
機
悔
の
要
素
を
加
へ
‘
寄
合
世
帯
の
流
布
本
が
形
成
さ
れ
た
と
見
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
（
質
字
本
論
究
は
別
の
論
と
す
る
）

平
家
物
語
と
源
平
盛
衰
記
の
交
渉

「
義
経
記
」
が
男
に
よ
っ
て
語
ら
れ
「
曾
我
物
語
」
が
嘗
女
の
語
り
も
の
で
あ
る
の
に
聾
し
て
、
琵
琶
に
合
せ
て
‘
や
は
り
叡
山
の
説
教
幽
の
百
法
師
の
手
に

よ
っ
て
語
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
「
平
家
物
語
」
と
こ
の
異
本
「
源
平
盛
衰
記
」
と
の
聞
に
然
ら
ば
‘
首
然
語
り
口
の
鑓
化
が
あ
る
可
き
だ
と
想
像
さ
れ
る
が
、

此
慮
に
も
亦
、
語
り
物
の
宿
命
と
で
も
一
一
日
ふ
べ
き
捷
化
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
千
議
（
手
）
と
言
ふ
白
拍
子
の
描
き
方
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

千
寄
ノ
前
と
い
ふ
白
拍
子
を
知
ら
ぬ
方
も
、
鎌
倉
に
捕
は
れ
の
身
と
な
っ
た
千
主
衡
に
思
ひ
首
る
で
あ
ら
う
。
此
重
衡
に
劃
す
る
頼
朝
は
、
人
間
の
落
目
に

つ
け
込
む
小
人
で
は
な
か
っ
た
。
町
重
な
躍
を
以
て
、
遡
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
悲
運
児
の
な
ぐ
さ
み
に
も
と
、
千
手
の
舞
を
侍
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
之
が
吾
妻
鏡
の
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「
各
一
ニ
」
元
暦
元
年
四
月
の
傑
に
、

廿
目
、
戊
子
、
雨
降
る
、
終
日
休
止
せ
ず
、
束
三
位
中
将
（
宜
衡
）
、
武
衛
の
御
兎
に
依
り
て
、
汁
洛
の
儀
有
り
、
其
後
乗
燭
の
期
に
及
ぴ
て
、
徒
然
を
慰
め

ん
が
局
と
稽
し
‘
藤
判
官
代
邦
通
、
工
藤
一
踊
耐
程
、
井
ぴ
に
官
女
一
人
（
千
手
と
放
す
）
等
を
羽
林
（
霊
衡
）
の
方
に
遣
は
さ
る
、
剃
へ
竹
葉
上
林
巳
下
を
副

へ
議
ら
る
‘
羽
林
殊
に
喜
悦
し
、
遊
興
刻
を
移
す
、
茄
経
凱
を
打
ち
、
今
様
を
歌
ふ
‘
女
房
琵
琶
を
弾
じ
、
羽
林
横
笛
を
和
す
：
：
；
・
：
武
衛
又
宿
衣
一
領
を

千
手
前
に
持
た
し
め
て
、
更
ね
て
諮
り
遣
は
さ
れ
‘
其
上
に
砧
経
を
以
て
す
、
法
制
の
土
女
還
っ
て
共
興
有
る
可
き
か
、
御
在
闘
の
程
召
置
か
る
可
き
の
由

仰
せ
ら
る
と
云
々
、
動
経
頻
り
に
羽
林
を
憐
む
、
是
往
年
小
林
内
府
に
候
す
る
時
、
常
に
此
羽
林
を

H
Aる
の
開
‘
今
に
奮
好
を
忘
れ
ざ
る
か



叉
、
「
巻
入
」
の
文
治
四
年
四
月
に
そ
の
死
を
停
へ
て
ゐ
る
。

廿
五
目
、
辛
卯
、
今
暁
千
手
前
卒
去
す
、
（
年
廿
四
）
其
性
大
に
穏
便
に
し
て
、
人
々
の
惜
し
む
所
な
り
共
故
コ
一
位
中
将
軍
衡
参
向
の
時
、
不
慮
に
相
馴
れ

彼
の
上
洛
の
後
、
轡
慕
の
思
朝
夕
休
ま
ずι
憶
念
の
積
む
所
、
若
し
裂
病
の
困
と
鋳
る
か
の
由
、
人
之
を
疑
ふ
と
云
々
、

慮
が
、
平
家
物
語
「
巻
十
」
千
手
前
の
僚
を
み
る
と
、
氏
素
性
が
遣
っ
て
ゐ
る
。

「
さ
て
も
唯
今
の
女
房
は
優
な
り
つ
る
者
哉
。
名
を
ば
何
と
い
ふ
や
ら
ん
」
と
問
は
れ
け
れ
ば
、
「
あ
れ
は
手
越
の
長
者
が
娘
で
候
を
、
回
目
形
、
心
様
優
に

わ
り
な
き
者
で
候

更
に
叉
‘
そ
の
吾
妻
鏡
に
み
る
悲
し
い
最
期
と
は
別
の
、
言
っ
て
み
れ
ば
虎
御
前
の
如
く
、
重
衡
の
菩
提
を
弔
っ
て
ゐ
る
。

「
琵
琶
の
援
一
昔
朗
詠
の
や
う
、
後
ま
で
も
有
難
き
事
ぞ
」
と
宣
ひ
け
る
。
千
手
の
前
は
中
々
に
物
思
ひ
の
種
に
や
成
に
け
ん
。
さ
れ
ば
中
将
南
都
へ
渡
さ
れ

て
斬
ら
れ
給
ひ
ぬ
‘
と
聞
え
し
か
ば
、
や
が
て
様
を
か
へ
、
渡
墨
染
に
や
つ
れ
果
て
‘
信
濃
の
園
善
光
寺
に
行
す
ま
し
て
彼
後
世
菩
提
を
弔
ひ
往
生
の
素
懐

を
遂
守
る
と
ぞ
聞
え
し
。
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三
臆
し
て
コ
加
平
感
表
記
」
を
み
る
と
、
そ
の
素
姓
が
又
襲
っ
て
ゐ
る
の
に
驚
く
。
巻
三
十
九
で
あ
る

夜
部
の
女
は
如
何
な
る
者
ぞ
と
尋
ね
給
ひ
け
れ
ば
、
内
川
宿
長
者
の
娘
千
手
前
と
て
今
年
廿
に
罷
成
る
営
時
は
鎌
倉
殿
の
き
り
人
に
て
御
気
色
よ
き
女
房
な

り
と
ぞ
申
し
け
る

併
し
、
源
平
盛
衰
記
は
話
の
内
容
が
襲
っ
て
来
る
。
つ
ま
り
頼
朝
が
千
手
に
章
衡
が
情
の
有
否
を
問
ふ
と
否
と
答
へ
る
。
そ
こ
で
鎌
倉
は
は
し
た
女
ば
か
り
と

思
は
れ
る
の
は
残
念
と
い
ふ
の
で
、
頼
朝
が
伊
玉
と
い
ふ
、
平
六
兵
衛
の
娘
を
や
る
。
然
し
之
も
否
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
卯
月
の
一
日
か
ら
明
る
年
の
六
月
上
旬

ま
で
、
千
手
が
榊
葉
と
云
ふ
美
女
を
、
伊
王
は
結
四
手
と
云
ふ
美
女
を
共
に
つ
か
は
す
が
否
で
あ
る
。
そ
の
内
に
霊
衡
は
南
都
で
斬
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。
す
る
と



二
人
は
髪
落
し
て
一
所
に
庵
室
を
結
び
九
品
に
往
生
を
祈
る
の
で
あ
る
が
、
後
千
手
は
伊
豆
山
に
入
る
こ
と
が
描
い
て
あ
る
。

此
三
著
の
千
手
を
考
え
る
時
、
各
々
別
の
語
り
手
に
語
ら
れ
た
事
は
よ
く
剣
る
と
思
ふ
。
平
家
物
語
と
異
本
源
平
盛
衰
記
と
の
聞
に
は
語
り
手
の
相
違
と
い

ふ
も
の
が
、
か
く
の
如
く
作
用
し
た
歴
史
が
あ
り
あ
り
と
痕
跡
を
と
ど
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

古
浄
瑠
璃
に
す
ら
、
七
日
目
の
最
期
の
日
に
は
、
「
ぜ
ん
じ
そ
が
」
を
語
っ
て
、
兄
弟
の
菩
提
を
弔
ふ
僚
に
一
日
費
し
て
語
っ
た
ら
し
い
。
昔
人
は
呑
気
で

あ
っ
た
ら
う
が
、
之
は
之
で
相
臆
の
理
由
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

慮
が
、
大
山
寺
本
曾
我
物
語
は
惜
し
げ
も
な
く
、
箱
根
で
遁
善
す
る
事
の
み
言
っ
て
、
大
石
寺
本
辺
哲
十
」
流
布
木
「
巻
十
一
」
「
巻
十
二
」
の
部
分
を
捨

て
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
上
に
、
流
布
木
が
大
山
寺
本
よ
り
多
い
ミ
ダ
シ
は
悉
く
、
叡
山
来
由
に
か
ら
む
故
事
、
支
那
の
歴
史
解
説
文
な
の
で
あ
っ
た
。
之

を
唱
準
文
撃
の
上
よ
り
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
唱
溝
部
分
を
捨
て
に
か
か
っ
た
犬
山
寺
本
は
そ
の
意
義
を
失
ひ
か
け
て
ゐ
る
と
見
た
い
。

播
磨
の
犬
山
寺
に
、
伊
勢
物
語
其
他
の
文
皐
書
、
皐
問
書
と
同
じ
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
事
は
‘
既
に
唱
導
性
を
忘
れ
む
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
之
を
、
文

事
上
よ
り
み
れ
ば
、
所
謂
非
文
庫
一
a要
素
か
ら
脆
し
て
、
い
は
ば
文
撃
の
醇
化
作
用
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
、

曾
我
勲
功
記
そ
の
他
の
異
本
等
に
な
る
と
、
査
く
そ
の
仇
討
を
讃
美
し
た
悲
批
な
る
物
語
に
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
化
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
‘
曾
我
物
語
が
仇
討

中
心
に
考
え
ら
れ
る
様
に
な
る
と
、
唱
事
者
虎
は
轡
人
と
し
て
の
要
素
の
み
強
調
せ
ら
れ
て
行
く
。
裏
打
に
な
る
も
の
は
時
代
の
進
化
で
あ
り
、
之
に
と
も
な

ふ
閑
民
趣
向
の
進
展
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
曾
我
物
語
を
か
く
も
闘
民
の
心
理
深
く
植
つ
け
た
慮
の
も
の
は
、
岡
氏
の
讃
美
か
ら
で
は
な
い
。
今
は
地
底
に
ほ
う
む
り
去
ら
れ
て
、
か
え
り
み
ら

れ
る
事
の
な
い
無
名
の
比
丘
尼
等
の
目
的
を
蓮
が
へ
た
唱
導
性
が
士
重
に
な
っ
て
、
は
な
や
か
な
る
讃
美
の
物
語
は
芽
を
ふ
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
悲

劇
化
は
理
由
な
し
と
し
な
い
。

- 70 ー



附
記
諸
闘
に
あ
る
鬼
王
道
三
郎
の
石
塔
‘
浦
江
・
箱
玉
・
等
唱
導
国
僅
は
ま

-v 

だ
ノ
＼
考
へ
ら
れ
る
。
此
諭
は
言
は
ば
之
等
の
パ
ッ
ク
ボー
ン
に
過
ぎ
な
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