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一

大
正
期
の
岡
本
か
の
子
は
す
で
に
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
歌
集
『
か
ろ
き
ね

た
み
』（
青
鞜
社
、
大
一
・
十
二
）、『
愛
の
な
や
み
』（
東
雲
堂
、
大
七
・
二
）
の
刊
行

な
ど
斯
界
で
活
躍
し
て
い
た
が
、
大
正
八
年
か
ら
本
格
的
に
散
文
の
創
作
も
始
め
て

い
た
。
そ
し
て
仏
教
の
参
究
生
活
に
入
っ
た
同
十
年
ま
で
に
は
二
つ
の
短
編
小
説
と
、

本
稿
で
紹
介
す
る
二
篇
を
ふ
く
む
四
作
の
童
話
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
か
の
子
の
創
作
散
文
に
は
、
は
じ
め
の
う
ち
児
童
文
学
の
比

率
が
高
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
大
正
時
代
が
、
鈴
木

三
重
吉
の
『
赤
い
鳥
』
誌
に
代
表
さ
れ
る
、
創
作
童
話
の
隆
盛
期
で
あ
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
芥
川
龍
之
介
や
有
島
武
郎
と
い
っ
た
純
文
学
系
の
作
家
、
ま
た
歌

人
の
与
謝
野
晶
子
な
ど
が
「
童
心
主
義
」
の
旗
印
の
元
に
さ
ま
ざ
ま
な
佳
品
を
発
表

し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
か
の
子
も
こ
う
し
た
時
代
の
動
向
に
参
入

し
た
数
多
く
の
作
家
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
正
期
に
か
の
子
が
発
表
し
た
散
文
創
作
は
、
全
集
で
確
認
す
る
限
り
規
模
の
小

さ
な
戯
曲
四
篇
の
ほ
か
童
話
な
ど
十
作
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
作
品
の
完
成
度
と
い
う

面
か
ら
み
て
も
、
生
硬
な
習
作
と
い
う
域
を
出
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
研
究
史
的
観
点
か
ら
も
閑
却
さ
れ
て
き
た
作
品
群
か
ら
、
か
の
子
文
学
の
開
花
期

と
さ
れ
る
昭
和
十
年
代
の
創
作
群
に
繋
が
る
特
質
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。

一
般
に
岡
本
か
の
子
は
「
鶴
は
病
み
き
」（『
文
学
界
』
昭
十
一
・
六
）
以
降
、
小
説

家
と
し
て
文
壇
に
認
知
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
小
説
の
創
作
は
、
夭
折
し
た

兄
・
大
貫
晶
川
の
遺
志
を
継
ぐ
、
長
い
間
の
本
懐
で
あ
っ
た
と
さ
れ
るq

が
、
昭
和
十

一
年
に
は
か
の
子
も
す
で
に
四
十
七
歳
に
な
っ
て
お
り
、
大
正
八
年
か
ら
数
え
る
と

十
七
年
間
の
雌
伏
期
を
経
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
か
の
子
は
仏
教
と
渡
欧

と
い
う
二
大
転
機
を
経
て
お
り
（
後
述
）、
昭
和
初
期
か
ら
仏
教
文
学
の
執
筆
を
開

始
しw

、
の
ち
の
旺
盛
な
小
説
創
作
期
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。
か
の
子
と
仏
教
と
の

関
わ
り
は
そ
の
散
文
創
作
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
文
学
に
仏
教
思
想
の
内

在
を
云
々
さ
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
が
、
大
正
八
年
か
ら
十
年
ま
で
の
諸
作
に
は
、

仏
教
の
影
響
を
受
け
る
前
の
、
内
発
的
な
作
者
の
資
性
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
時
期
に
表
現
さ
れ
て
い
た
何
ら
か
の
個
性
的
原
質
が
、

晩
成
期
の
か
の
子
文
学
に
あ
っ
て
な
お
通
底
し
て
い
る
可
能
性
も
存
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
大
正
十
年
以
前
の
創
作
で
は
も
っ
と
も

数
の
多
い
童
話
の
諸
作
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
く
に
全
集
未
収
録
で
あ
っ
た

童
話
二
篇
を
紹
介
し
た
上
で
、
か
の
子
文
学
の
指
向
す
る
構
想
の
原
型
と
い
え
る
も

の
を
考
察
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
ら
初
期
童
話
か
ら
後
年
の
創
作
活

動
に
連
な
る
特
質
の
抽
出
も
試
み
て
み
た
い
。
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二

従
来
、
岡
本
か
の
子
の
「
処
女
作
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
小
説
「
か
や
の
生
立
」

（『
解
放
』
大
八
・
十
二
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
か
や
の
生
立
」
よ
り
一
カ
月
早
く
発

表
さ
れ
て
い
た
作
品
に
「
秀
子
の
人
形
」
が
あ
る
。

「
秀
子
の
人
形
」
は
、『
良
友
』
大
正
八
年
十
一
月
（
四
年
一
一
）
号
に
発
表
さ
れ

た
。
ち
く
ま
文
庫
版
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ひ
ば
り
の
子
」（『
良
友
』
五
年
四

号
、
大
九
・
四
）
同
様
、
目
次
題
に
「（
幼
年
小
説
）」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

童
話
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
同
作
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
散
文
の
中
で
は
岡
本
か
の
子

の
第
一
創
作
と
み
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

大
正
五
年
一
月
創
刊
の
『
良
友
』
は
、
中
村
勇
太
郎
編
集
、
田
中
良
の
表
紙
画
・

挿
絵
に
よ
る
コ
ド
モ
社
発
行
の
低
学
年
向
け
児
童
文
学
誌
で
あ
り
、
昭
和
二
年
八
月

ま
で
発
行
（
推
定
）
さ
れ
て
い
た
。『
良
友
』
は
欠
号
が
多
く
そ
の
全
体
像
を
詳
ら
か

に
し
な
い
が
、
浜
田
広
介
「
む
く
鳥
の
夢
」
の
よ
う
な
説
話
風
の
童
話
が
み
ら
れ
た

も
の
の
、
良
質
の
作
品
は
同
時
代
の
児
童
文
学
誌
に
比
し
て
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

の
が
、
一
般
的
評
価
の
よ
う
で
あ
るe

。
留
意
さ
れ
る
の
は
、
第
一
巻
か
ら
か
の
子
の

夫
・
岡
本
一
平
の
漫
画
漫
文
が
毎
号
の
よ
う
に
収
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
一
平
が

同
誌
の
有
力
な
寄
稿
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
要
因
が
「
秀
子

の
人
形
」
の
『
良
友
』
掲
載
に
繋
が
っ
た
も
の
と
推
さ
れ
る
。

さ
て
「
秀
子
の
人
形
」
は
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
約
八
枚
の
分
量

で
あ
り
、
掲
載
頁
は
二
段
組
で
総
ル
ビ
、
な
か
に
三
つ
の
挿
絵
（
膳
を
前
に
し
た
着

物
姿
の
人
形
と
厨
の
調
度
品
、
赤
子
を
抱
く
横
向
き
の
秀
子
、
乳
母
車
を
後
ろ
に
し
て
裸
の

人
形
を
水
辺
で
洗
う
秀
子
）
が
印
刷
さ
れ
て
い
た
。

同
作
は
以
下
の
よ
う
に
起
筆
さ
れ
て
い
る
。

秀
子
は
一
つ
の
人
形
を
持
つ
て
ゐ
て
、
君
ち
や
ん
と
呼
ん
で
を
り
ま
し
た
。

秀
子
は
、
そ
の
君
ち
や
ん
が
何
処
か
ら
来
た
の
か
、
何
時
生
れ
た
の
か
、
そ
ん

な
こ
と
は
ち
つ
と
も
存
じ
ま
せ
ん
、
ま
た
誰
も
そ
の
こ
と
を
を
し
へ
や
う
と
も

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
秀
子
は
、
た
だ
、
そ
の
君
ち
や
ん
が
か
は
い
く
て
、

か
は
い
く
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
君
ち
や
ん
の
か
は
い
ら
し
さ
と
い
つ
た
ら
、

と
て
も
そ
の
辺
の
玩
具
屋
に
並
ん
で
ゐ
る
や
う
な
、
あ
り
ふ
れ
た
お
人
形
と
は

較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
は
、
秀
子
の
「
君
ち
や
ん
」
へ
の
強
い
執
着
の
も
と
と
な
る
人
形
の
「
か

は
い
ら
し
さ
」
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
偏
愛
が
の
ち
の
事
件
の
伏
線
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
全
く
、
ほ
ん
と
う
の
女
の
児
の
や
う
」
な
人
形
は
、「
そ
の
大
き
さ
も
、
ち
や
う

ど
人
間
の
赤
ち
や
ん
」
程
で
、
秀
子
は
そ
れ
を
二
年
間
大
切
に
扱
っ
て
い
た
。
母
が

「
何
年
た
つ
て
も
指
一
本
折
ら
な
い
」
と
「
感
心
し
た
や
う
に
」
言
う
と
、
秀
子
は

「
折
つ
た
ら
真
赤
な
血
が
出
ま
し
よ
。」
と
答
え
な
が
ら
も
、
感
心
す
る
母
の
態
度
を

「
不
思
議
」
に
す
ら
思
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
描
写
か
ら
は
、
秀
子
が
人
形
を
生
身

の
人
間
同
様
の
存
在
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
一
年
後
、
嫁
ぎ
先
で
姉
が
産
ん
だ
男
の
子
を
見
た
秀
子
は
「
私
や
つ
ぱ
り
君

ち
や
ん
が
好
い
」
と
思
う
の
だ
が
、
初
め
て
抱
い
て
み
て
そ
の
温
か
さ
、
柔
ら
か
さ

に
愛
感
を
覚
え
る
。
そ
う
し
て
帰
宅
し
て
抱
い
た
「
君
ち
や
ん
」
の
軽
さ
、
固
さ
、

冷
た
さ
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
秀
子
は
入
浴
の
際
に
人

形
も
お
湯
に
入
れ
れ
ば
、「
き
つ
と
体
が
温
か
く
な
る
わ
」
と
考
え
る
。
そ
の
頃
に

は
人
形
も
少
し
黒
く
汚
れ
て
き
て
い
た
の
で
、
秀
子
は
洗
っ
て
あ
げ
よ
う
と
思
い
、

母
に
そ
の
こ
と
を
話
し
た
が
「
ま
あ
！
　
人
形
に
お
湯
な
ん
か
。
大
へ
ん
な
こ
と
。」

と
返
答
さ
れ
る
。

母
の
言
葉
の
真
意
を
問
お
う
と
し
な
か
っ
た
秀
子
は
、「
四
五
日
あ
と
」
に
「
野

川
の
へ
り
」
で
遊
ん
で
い
た
時
「
ふ
と
思
ひ
付
」
い
て
、
人
形
の
服
を
脱
が
せ
て
水

に
入
れ
「
夢
中
に
な
つ
て
」
洗
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
人
形
の
体
は
「
ざ
ら
ざ
ら
し

た
も
の
に
」
な
り
、
目
鼻
も
な
く
な
る
。
泣
い
て
帰
っ
た
秀
子
を
叱
る
母
は
「
へ
ん
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て
こ
な
君
ち
や
ん
」
を
見
て
つ
い
笑
う
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
翌
年
「
尋
常
一
年
生
」
と
な
っ
た
秀
子
は
、
先
生
か
ら
「
人
形
は
や
は

ら
か
い
土
を
練
つ
て
作
る
」
と
教
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
「
君
ち
や
ん
と
い
ふ

も
の
の
体
が
、
何
で
あ
つ
た
か
わ
か
つ
た
や
う
な
気
が
し
た
」
秀
子
は
、
そ
れ
ま
で

偏
っ
て
い
た
愛
情
の
向
け
方
を
、
血
の
か
よ
う
人
間
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

末
尾
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
っ
た
。

秀
子
は
、
も
う
君
ち
や
ん
を
思
ひ
出
し
て
も
悲
し
く
な
る
や
う
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
、
も
う
お
姉
様
の
と
こ
ろ
の
赤
ち
や
ん
が
、
少
し

づ
つ
笑
ふ
や
う
に
な
つ
て
、
だ
ん
だ
ん
か
は
い
く
な
つ
て
来
ま
し
た
。
お
姉
様

が
い
ら
つ
し
や
る
度
に
秀
子
は
、
大
喜
び
で
赤
ち
や
ん
を
抱
つ
こ
し
ま
し
た
。

そ
し
て
お
母
様
が
お
笑
ひ
に
な
り
な
が
ら
、

「
秀
子
。
お
人
形
は
も
う
欲
し
く
な
い
の
。」

と
お
つ
し
や
つ
て
も
、

「
私
、
ほ
ん
と
う
の
赤
ち
や
ん
の
方
が
好
き
で
す
わ
。」

と
、
は
つ
き
り
お
答
へ
い
た
し
ま
し
た
。

「
秀
子
の
人
形
」
は
、
三
歳
か
ら
七
歳
頃
の
幼
児
の
日
常
に
お
け
る
心
的
変
化
を

追
う
こ
と
で
、
読
み
手
に
正
し
い
愛
情
の
向
け
方
を
感
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
と
い

え
よ
う
。
愛
ら
し
い
「
君
ち
や
ん
」
を
人
間
同
様
に
思
い
込
ん
で
は
大
切
に
扱
っ
て

き
た
秀
子
で
あ
っ
た
が
、
乳
児
を
抱
き
、
の
ち
人
形
を
洗
っ
た
事
件
が
否
定
的
契
機

と
な
っ
て
、
愛
情
の
対
象
を
命
あ
る
「
ほ
ん
と
う
の
赤
ち
や
ん
」
へ
と
移
行
さ
せ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ど
け
な
い
幼
児
の
未
分
化
で
あ
っ
た
愛
情
の
方
向

性
が
、「
君
ち
や
ん
」
の
顔
容
が
な
く
な
る
と
い
う
悲
し
い
出
来
事
に
よ
っ
て
、
正

し
い
対
象
へ
と
転
化
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
通
過
儀
礼
的
な
心
の
成
長
過
程
が
描

か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
君
ち
や
ん
」
が
実
は
た
だ
の
土
人
形
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
自
得
し
た
秀

子
も
、
人
形
を
洗
う
ま
で
は
愛
情
の
正
し
い
向
け
方
を
解
せ
ず
に
い
た
。
そ
う
し
た

迷
信
め
く
偏
執
を
解
き
矯
正
さ
せ
た
の
は
、
秀
子
本
人
の
心
の
動
き
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
「
秀
子
の
人
形
」
に
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
母
に
よ
る
訓
戒

が
な
く
、
他
者
と
の
葛
藤
に
よ
る
悩
み
も
介
在
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
秀
子
の
偏
っ

た
嗜
好
は
、
自
己
の
意
志
が
招
来
さ
せ
た
経
験
に
よ
っ
て
自
ず
と
是
正
さ
れ
る
と
い

う
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
発
性
を
尊
重
す
る
描
か
れ
方
に

は
、
子
ど
も
の
心
情
の
善
性
を
理
想
視
す
る
童
心
主
義
の
影
響
も
存
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
後
年
の
か
の
子
の
小
説
群
に
は
、
美
や
偶
像
な
ど
何
も
の
か
に
執
着
し
、

そ
れ
を
一
途
に
憧
憬
す
る
人
物
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
う
し
て
「
秀
子
の
人
形
」
も

ひ
た
す
ら
な
対
象
へ
の
偏
愛
と
い
う
モ
テ
ィ
フ
が
見
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
か
の
子
文

学
ら
し
い
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
持
続
す
る
誠
直
な
愛
着
が
実
は
迷
妄
で
あ

り
、
そ
れ
が
否
定
的
契
機
に
よ
っ
て
健
全
な
状
態
へ
と
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
、「
迷

妄
の
浄
化
」
と
い
い
う
る
構
図
が
、「
秀
子
の
人
形
」
か
ら
は
見
出
せ
る
よ
う
で
あ

る
。一

般
に
登
場
人
物
の
心
機
の
転
化
は
小
説
の
世
界
に
頻
繁
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
か
の
子
文
学
に
お
い
て
は
そ
の
転
化
が
宗
教
的
と
い
い
う
る
ほ
ど
高
次
の

段
階
を
指
向
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
迷
妄
」
の
「
浄
化
」
は
、

後
年
の
か
の
子
文
学
の
構
想
に
顕
著
に
み
ら
れ
た
特
徴
で
あ
る
（
後
述
）。
た
だ
叙

述
面
で
い
う
と
、
円
熟
期
の
か
の
子
文
学
に
通
ず
る
文
体
の
個
性
的
表
出
は
「
秀
子

の
人
形
」
か
ら
読
み
取
り
難
い
。

な
お
前
述
し
た
「
か
や
の
生
立
」
は
、
作
者
の
少
女
期
の
回
想
を
モ
テ
ィ
フ
と
し

た
詩
情
あ
る
短
編
で
「
秀
子
の
人
形
」
と
は
、
幼
女
を
主
人
公
と
す
る
点
で
題
材
の

近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
岡
本
一
平
は
、
か
の
子
の
文
学
に
は
「
家
と
か

縁
故
と
か
に
対
し
人
性
的

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
クな
表
現
の
責
任
を
感
じ
、
パ
ツ
シ
ヨ
ン
の
あ
る
無
し
に

関
ら
ず
書
き
残
し
置
い
た
澪
筋
の
も
の
」
が
あ
る
と
し
たr

。
自
伝
的
色
彩
の
強
い

「
か
や
の
生
立
」
は
、
一
平
が
例
示
し
て
い
た
「
老
主
の
一
時
期
」（『
い
の
ち
』
昭
十
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二
・
十
）
な
ど
に
連
な
る
「
澪
筋
」
の
作
品
の
嚆
矢
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三

も
う
一
つ
の
全
集
未
収
録
作
「
テ
ス
の
話
」
は
、
童
話
で
は
第
四
作
に
あ
た
る
。

掲
載
誌
の
『
童
話
』（
大
九
・
四
〜
十
五
・
七
）
は
、『
良
友
』
と
同
じ
コ
ド
モ
社
の
発

行
で
、
千
葉
省
三
が
編
集
し
、
小
川
未
明
、
与
謝
野
晶
子
、
西
条
八
十
と
い
っ
た
名

だ
た
る
文
学
者
が
執
筆
し
た
、
大
正
期
の
代
表
的
な
児
童
文
芸
誌
で
あ
る
。

「
テ
ス
の
話
」
は
、『
童
話
』
大
正
十
年
六
月
（
二
巻
六
）
号
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、

同
誌
に
か
の
子
が
唯
一
発
表
し
た
童
話
で
あ
っ
た
。
岡
本
一
平
の
漫
画
漫
文
調
の
創

作
童
話
が
し
ば
し
ば
『
童
話
』
に
も
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
秀
子
の
人
形
」

等
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
ド
モ
社
と
縁
深
か
っ
た
一
平
の
勧
め
に
よ
る
執
筆
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
テ
ス
の
話
」
は
「
秀
子
の
人
形
」
と
同
じ
く
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
約
八

枚
の
分
量
で
あ
り
、
掲
出
頁
は
二
段
組
、
総
ル
ビ
で
「
コ
ウ
ジ
」（
蕗
谷
虹
児
か
）
の

署
名
が
あ
る
二
つ
の
挿
絵
（
洋
菓
子
を
持
っ
た
着
物
姿
の
娘
に
じ
ゃ
れ
つ
く
大
型
犬
の
テ

ス
、
竹
皮
包
を
差
出
し
た
テ
ス
の
前
で
頭
を
下
げ
て
い
る
痩
せ
た
雌
犬
）
が
付
さ
れ
て
い

た
。
以
下
に
梗
概
を
紹
介
す
る
。

「
体
の
大
き
い
、
毛
並
の
美
し
い
犬
」
テ
ス
は
、「
村
一
番
の
長
者
」
の
家
に
飼
わ

れ
て
「
気
楽
に
仕
合
せ
」
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
傲
慢
」
な
性
格
に
な
っ
て

い
た
。
テ
ス
は
、
平
気
で
他
の
犬
た
ち
に
「
か
な
り
迷
惑
に
な
る
悪
戯
」
を
す
る
よ

う
に
な
り
、
村
の
犬
た
ち
は
憎
み
嫌
う
の
だ
が
、
力
も
強
く
権
勢
の
あ
る
テ
ス
に
は

か
な
わ
な
い
た
め
、
た
だ
陰
で
悪
口
を
言
う
の
み
で
あ
っ
た
。

あ
る
春
の
日
、
馳
走
を
食
べ
た
午
睡
の
あ
と
「
な
に
か
、
う
と
う
と
と
考
へ
始
め
」

た
テ
ス
に
「
ふ
と
、
途
方
も
無
く
面
白
い
考
へ
」
が
浮
か
ぶ
。
台
所
の
芥
箱
か
ら
肉

を
包
ん
で
あ
っ
た
竹
の
皮
を
取
り
出
し
た
テ
ス
は
、
そ
の
中
に
左
官
の
使
い
残
し
の

「
ネ
バ
土
」
を
並
べ
、
器
用
に
結
わ
え
直
し
牛
肉
が
入
っ
て
い
る
包
み
の
よ
う
に
み

せ
か
け
て
、「
村
は
ず
れ
の
寺
の
藪
か
げ
の
ほ
ら
穴
」
に
向
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
長

い
こ
と
患
つ
て
」
餌
も
食
べ
ら
れ
ず
に
い
た
目
の
不
自
由
な
雌
犬
が
住
ん
で
い
た
。

テ
ス
は
そ
の
「
馬
鹿
正
直
な
雌
犬
」
が
「
き
つ
と
俺
の
こ
の
計
略
に
か
か
る
」
と

考
え
る
と
「
愉
快
」
で
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
竹
の
皮
包
み
を
、
も
は
や
死
を
待
つ

ば
か
り
の
雌
犬
の
前
に
置
く
。
突
然
の
訪
問
客
に
対
し
雌
犬
は
「
死
に
ま
す
れ
ば
、

神
様
の
お
そ
ば
へ
ま
ゐ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
い
つ
そ
も
う
安
心
し
て
死
ぬ
つ
も
り
」

と
落
ち
着
い
て
話
す
。
テ
ス
は
優
し
い
声
音
で
「
お
前
さ
ん
」
が
「
あ
ま
り
お
気
の

毒
」
な
の
で
、
死
ぬ
前
に
一
度
ご
馳
走
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と
持
っ
て
来
た
と

言
葉
巧
み
に
告
げ
る
。

こ
の
雌
犬
も
テ
ス
が
「
傲
慢
で
評
判
の
悪
い
」
の
は
知
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、

「
馬
鹿
正
直
」
な
た
め
に
「
あ
ま
り
思
ひ
が
け
な
い
テ
ス
の
言
葉
に
涙
を
流
し
て
よ

ろ
こ
」
び
、「
幾
度
も
頭
を
地
に
す
り
つ
け
」
礼
を
言
う
の
で
あ
る
。
テ
ス
は
そ
の

よ
う
な
雌
犬
を
み
て
「
ぷ
つ
と
吹
き
だ
し
さ
う
に
」
な
り
な
が
ら
も
「
大
恩
を
ほ
ど

こ
し
た
様
な
顔
を
し
て
悠
々
と
」
そ
の
場
を
去
る
。

こ
こ
ま
で
の
テ
ス
は
、
た
だ
残
酷
な
悪
漢
め
い
た
犬
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
し

か
し
「
五
分
ほ
ど
後
」
に
、「
お
寺
の
藪
の
出
口
の
所
」
を
歩
い
て
い
た
テ
ス
の
心

の
中
に
「
ふ
と
」、「
チ
ク
リ
と
痛
ん
だ
も
の
」
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
次
第
に
激
し

く
な
り
、
立
ち
止
ま
っ
た
テ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
自
省
す
る
。

「
あ
あ
、
俺
は
悪
い
こ
と
を
し
た
。
俺
は
あ
ん
な
に
可
哀
さ
う
な
雌
犬
を
ど

う
し
て
あ
ん
な
、
む
ご
た
ら
し
い
だ
ま
し
か
た
を
し
た
の
だ
ら
う
。
だ
の
に
、

雌
犬
は
、
こ
ん
な
に
悪
い
俺
を
少
し
も
疑
は
ず
に
、
あ
の
よ
ろ
こ
び
方
は
ど
う

だ
つ
た
ら
う
。
だ
ま
し
た
俺
よ
り
、
だ
ま
さ
れ
た
あ
の
め
く
ら
の
乞
食
の
方
が
、

よ
つ
ぽ
ど
正
直
な
、
美
し
い
心
を
持
つ
た
仕
合
せ
も
の
だ
。
あ
あ
、
済
ま
な
い

こ
と
を
し
た
。」

こ
の
よ
う
に
テ
ス
は
改
悛
の
感
情
に
目
覚
め
る
。
そ
う
し
て
「
針
の
や
う
な
痛
さ
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で
テ
ス
の
心
を
、
刺
し
続
け
」
る
「
悔
」
が
、
テ
ス
の
良
心
、
他
者
の
苦
し
み
へ
の

想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
帰
宅
し
た
テ
ス
は
、「
今
度
こ
そ
本
当

に
、
あ
の
憐
れ
な
正
直
な
」
雌
犬
を
「
よ
ろ
こ
ば
せ
て
や
ろ
う
」
と
し
て
、「
夕
飯

の
、
美
事
な
肉
や
ら
ご
は
ん
や
ら
」
を
、
一
口
も
食
べ
ず
に
急
い
で
運
ん
で
行
っ

た
。以

上
の
よ
う
な
内
容
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
他
者
の
心
を
意
に
介
さ
ず
傲
慢
な
振
舞

い
を
し
て
来
た
強
者
が
、「
正
直
」
に
生
き
る
弱
者
の
心
の
美
し
さ
に
気
付
き
自
己

の
過
ち
を
悔
悛
す
る
、
と
い
っ
た
教
訓
的
な
主
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

し
て
境
遇
の
異
な
る
テ
ス
と
雌
犬
は
、
健
康
と
瀕
死
、
傲
慢
と
謙
虚
、
そ
し
て
物
質

的
に
満
足
す
る
だ
け
の
「
仕
合
せ
」
と
不
遇
に
あ
っ
て
も
心
は
自
足
し
て
い
る
「
仕

合
せ
」
と
い
っ
た
対
照
的
な
描
か
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
者
の
庇
護
の
も
と
で
立
派
な
体
格
の
犬
に
育
っ
た
テ
ス
の
慢
心
は
、
増
長
は
し

て
も
矯
正
さ
れ
る
よ
う
な
機
会
が
な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
病
気
と
な
っ
て
空
腹
と
孤

独
の
ま
ま
「
ほ
ら
穴
」
で
臥
せ
っ
て
い
る
雌
犬
は
、「
神
様
」
を
信
じ
従
容
と
し
て

死
の
運
命
を
待
つ
。
そ
し
て
テ
ス
の
偽
り
の
親
切
を
「
馬
鹿
正
直
」
に
信
じ
る
こ
と

で
応
じ
、
心
か
ら
の
感
謝
す
ら
表
わ
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
雌
犬
像
に
は
、
当
時
教
会

に
通
っ
て
い
た
か
の
子
の
キ
リ
ス
ト
教
観
も
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
「
正
直
」
が
、
テ
ス
の
内
な
る
「
正
直
」
さ
を
目
覚
め

さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
他
の
犬
た
ち
の
嫌
う
テ
ス
の
悪
戯
心
を
疑
わ
な
か
っ

た
雌
犬
の
良
心
が
「
針
」
と
な
っ
て
、
愚
か
で
残
酷
な
こ
の
犬
の
邪
心
に
呵
責
を
科

し
た
の
で
あ
る
。

テ
ス
は
「
馬
鹿
正
直
」
な
雌
犬
に
よ
り
「
悪
い
俺
」
を
自
覚
し
、
物
質
や
健
康
面

で
「
仕
合
せ
」
な
だ
け
の
自
己
の
心
の
貧
し
さ
を
省
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
犬
た
ち

の
世
界
を
描
く
こ
と
で
、
人
間
が
陥
り
が
ち
な
慢
心
、
他
者
へ
の
蔑
視
願
望
を
読
み

手
に
連
想
さ
せ
、
反
省
を
促
そ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
も
ま
た
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

「
正
直
な
、
美
し
い
心
を
持
つ
た
」
雌
犬
の
ほ
う
が
「
仕
合
せ
も
の
」
と
い
う
心
の

大
切
さt

が
、
テ
ス
に
自
覚
さ
れ
る
と
い
っ
た
構
想
は
、
い
わ
ば
「
迷
妄
の
浄
化
」
過

程
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
テ
ス
の
話
」
の
眼
目
が
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。な

お
続
橋

つ
づ
き
は
し

達
雄
は
『
童
話
』
誌
の
主
調
と
し
て
「
あ
く
ま
で
児
童
の
視
点
に
立

ち
、
そ
の
世
界
を
尊
重
し
な
が
ら
共
楽
共
憂
、〈
高
く
美
し
い
も
の
〉
を
め
ざ
そ
う

と
す
る
姿
勢
」
を
挙
げ
て
い
たy

。
正
直
な
心
、
何
か
を
純
一
に
信
ず
る
「
美
し
い
心
」

を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
の
「
仕
合
せ
」
が
、
邪
心
の
前
否
を
改
悛
さ
せ
る
と
い
う

「
テ
ス
の
話
」
に
こ
め
ら
れ
た
主
題
か
ら
も
、
同
誌
に
お
け
る
人
間
の
善
性
肯
定
の

姿
勢
と
の
共
通
項
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
前
掲
の
二
作
の
ほ
か
に
も
、
大
正
十
年
ま
で
に
か
の
子
は
童
話
第
二

作
「
ひ
ば
り
の
子
」（『
良
友
』
大
九
・
四
）
と
、
第
三
作
「
ト
シ
オ
の
見
た
も
の
」

（『
朝
日
新
聞
』
大
十
・
四
・
二
十
一
〜
三
十
）
を
発
表
し
て
い
たu

。
ま
ず
「
ひ
ば
り
の

子
」
は
、
幼
い
兄
妹
が
、「
婆
や
」
の
持
っ
て
来
た
雲
雀
の
子
を
互
い
に
「
一
生
懸

命
」
欲
し
が
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
母
の
と
り
な
し
で
「
思
い
つ
め
て
い

た
心
」
が
「
急
に
と
け
」、
素
直
に
元
の
巣
へ
戻
し
に
行
く
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

次
に
「
ト
シ
オ
の
見
た
も
の
」
は
、
主
人
公
で
あ
る
十
一
歳
の
ト
シ
オ
が
、
世
の

現
状
へ
の
懐
疑
の
た
め
心
を
「
暗
く
閉
じ
」
て
い
た
と
こ
ろ
、
欅
の
樹
下
に
現
わ
れ

た
亡
祖
父
か
ら
「
原
始
の
国
」
の
神
の
話
を
聞
く
と
い
う
筋
で
あ
っ
た
。
祖
父
は

「
神
様
を
忘
れ
て
居
る
人
間
の
中
で
」「
不
愉
快
に
暮
ら
し
て
居
る
」
孫
を
救
お
う
と

「
筒
形
の
眼
鏡
」
を
覗
か
せ
た
。
そ
こ
で
ト
シ
オ
は
、
神
が
四
つ
の
小
鳥
か
ら
人
間

を
作
り
、「
運
命
」
の
種
を
入
れ
た
壷
を
持
た
せ
て
幸
福
を
授
け
よ
う
と
し
た
こ
と

を
知
る
。
し
か
し
人
間
は
や
が
て
私
欲
に
生
き
る
よ
う
に
な
り
、
小
鳥
や
壷
の
記
憶

を
放
擲
し
て
し
ま
っ
た
と
語
っ
た
祖
父
は
、
人
間
に
神
が
与
え
た
病
、
死
や
因
果
の

報
い
と
い
っ
た
「
正
し
い
賞
罰
」
に
つ
い
て
ト
シ
オ
に
言
い
聞
か
せ
て
ゆ
く
。
こ
う

し
て
全
て
を
理
解
し
た
ト
シ
オ
は
、
眼
が
祖
父
と
同
様
に
澄
み
、
人
々
に
こ
の
話
を

伝
え
よ
う
と
幸
福
に
満
ち
た
様
子
で
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
二
篇
に
は
共
通
し
て
「
テ
ス
の
話
」
と
同
様
、
頑
な
に
歪
ん
だ
自
我
が
正

し
い
者
の
登
場
に
よ
っ
て
改
心
す
る
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
る
。「
秀
子
の
人
形
」

と
照
応
す
る
と
こ
ろ
を
求
め
れ
ば
、
や
は
り
「
迷
妄
の
浄
化
」
と
い
い
う
る
構
想
の

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
狭
い
視
野
に
と
ら
わ
れ
て
心
の
歪
み
を
抱
え
て

い
た
主
人
公
た
ち
が
、
あ
る
契
機
を
境
と
し
て
正
し
い
観
点
か
ら
広
く
世
界
の
意
味

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
、
正
し
さ
へ
の
指
向
と
い
う
基
質
を
各
童
話
は
内

包
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
関
英
雄
は
、
大
正
期
児
童
文
学
の
主
潮
を
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
感

傷
主
義
」i

と
し
て
い
た
。
し
か
る
に
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
持
っ
て
い
る
奔
放

な
空
想
力
や
現
実
の
不
如
意
か
ら
の
飛
躍
、
ま
た
「
感
傷
主
義
」
に
往
々
に
現
出
す

る
詩
的
美
感
は
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
か
の
子
童
話
の
第
一
義
的
な
特
徴
と
な
っ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
同
時
代
や
社
会
に
対
す
る
批
判
的
な
問
題
意
識
の
広
が

り
も
希
薄
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
大
正
期
に
か
の
子
が
書
い
た
童
話
か
ら
は
、
身
近
な

世
界
に
多
く
材
を
求
め
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
克
服
を
主
調
と
す
る
道
徳
中
心
の
「
教
訓
」

性
を
重
視
す
る
傾
向
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
や
は
り
子
ど
も
の

善
性
を
信
じ
る
「
童
心
主
義
」
を
基
底
と
す
る
正
し
さ
へ
の
指
向
が
あ
り
、
そ
の
筆

法
と
し
て
「
迷
妄
」
が
否
定
的
契
機
を
経
て
「
浄
化
」
さ
れ
る
と
い
う
構
想
が
貫
流

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

さ
て
、
大
正
十
年
か
ら
昭
和
十
年
代
の
間
に
お
い
て
、
か
の
子
に
は
小
説
創
作
の

飛
躍
を
招
来
す
る
二
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
家
庭
生
活
の
危
機
を
き
っ
か
け

と
し
て
大
正
六
年
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
い
た
（
初
期
童
話
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関

連
も
考
察
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
本
稿
で
は
割
愛
し
た
）
後
の
、
既
述
し
た
同
十
年
か

ら
の
仏
教
研
究
へ
の
専
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
だ
っ
た
成
果
と
し
て
、
昭
和
初
期
に

『
読
売
新
聞
』
等
に
発
表
さ
れ
『
散
華
抄
』（
大
雄
閣
、
昭
和
四
・
五
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
仏
教
文
学
群
が
挙
げ
ら
れ
るo

。
漆
田
和
代
が
『
散
華
抄
』
を
、「
人
間
」「
宗
教
」

「
芸
術
」
の
「
三
座
鼎
立
」
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
の
子
が
「『
い
の
ち
』

の
表
現
者
と
な
っ
て
生
き
る
」
方
途
を
得
た
「
記
念
す
べ
き
里
程
標
」
と
み
な
し
た!0

よ
う
に
、
か
の
子
は
『
散
華
抄
』
以
降
、
宗
教
と
文
学
の
融
合
を
志
向
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
昭
和
四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
長
期
欧
米
旅
行
の
経
験
で
あ
る
。

夫
の
岡
本
一
平
も
「
外
遊
が
薬
に
効
い
た
の
か
大
体
は
晩
稲
の
か
の
女
が
こ
の
機
会

に
蕾
を
破
つ
た
の
か
、
兎
に
角
、
外
遊
以
前
と
以
後
と
は
別
人
の
観
が
あ
る
」!1

と
い

う
ほ
ど
、
か
の
子
に
と
っ
て
こ
の
海
外
旅
行
体
験
は
意
義
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
の
見
聞
を
物
語
的
紀
行
文
集
『
世
界
に
摘
む
花
』（
実
業
之
日
本
社
、
昭
十
一
・

三
）
に
ま
と
め
、『
観
音
経
』（
大
東
出
版
社
、
昭
九
・
十
）
な
ど
の
仏
教
啓
蒙
書
を
著

す
な
ど
し
た
後
、
昭
和
十
年
代
と
な
っ
て
よ
う
や
く
か
の
子
は
小
説
家
と
し
て
の
開

花
期
を
迎
え
る
に
至
る
。

仏
教
思
想
の
摂
取
と
欧
米
で
の
生
活
体
験
と
い
う
、
二
つ
の
大
き
な
文
学
上
の
転

機
を
経
た
か
の
子
は
、
そ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
た
諸
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
年
の
文
学
的
雄
飛
の
準
備
を
な
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
二
つ
の
転
換
期
の
助
走

段
階
に
あ
た
る
大
正
十
年
以
前
の
初
期
童
話
は
、
か
の
子
が
仏
教
思
想
を
身
に
体
し

創
作
に
投
影
さ
せ
る
以
前
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
創
作
方
法
の
基
底
に
は
「
迷
妄
の

浄
化
」
が
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の
特
徴

は
、
そ
の
後
の
仏
教
を
題
材
と
し
た
戯
曲
や
短
編
群
に
も
継
続
深
化
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
戯
曲
「
取
返
し
物
語
」（『
大
法
輪
』
昭
九
・
十
一
）
か
ら
は
、「
テ
ス

の
話
」
の
雌
犬
を
連
想
さ
せ
る
「
正
直
な
、
美
し
い
心
を
持
つ
た
」
人
物
へ
の
強
い

共
感
が
読
み
取
れ
る!2

。
法
難
に
よ
り
親
鸞
の
「
御
影
像
」
を
三
井
寺
に
預
け
て
い
た

蓮
如
に
対
し
、
三
井
寺
が
「
取
戻
し
度
く
ば
、
生
首
二
つ
持
参
い
た
せ
」
と
伝
え
た
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た
め
、
篤
い
信
心
を
持
つ
近
江
堅
田
の
漁
師
頭
・
源
右
衛
門
は
自
分
と
二
十
三
歳
の

息
子
・
源
兵
衛
の
首
を
差
出
そ
う
と
し
、
許
婚
の
お
く
み
と
源
兵
衛
を
夫
婦
と
し
た

翌
朝
に
、
覚
悟
を
定
め
た
息
子
の
首
を
斬
っ
た
。
そ
う
し
て
父
の
口
上
を
聞
い
た
寺

の
長
老
は
感
嘆
し
、
親
鸞
像
を
返
し
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。
長
老
は
像
を
守
る
べ
く

親
切
心
か
ら
苦
肉
の
難
題
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
お
く
み
と

蓮
如
た
ち
は
源
兵
衛
の
強
い
信
仰
の
力
に
感
銘
し
落
涙
す
る
。
源
右
衛
門
親
子
の
無

私
の
行
動
は
、
ま
さ
に
妙
好
人
の
そ
れ
と
い
え
る
が
、
命
を
惜
し
ま
ず
酷
薄
な
運
命

を
受
け
入
れ
る
源
兵
衛
の
一
途
な
「
正
直
」
さ
は
、
お
く
み
の
心
を
そ
の
ま
ま
「
浄

化
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
源
兵
衛
の
信
心
は
、「
テ
ス
の
話
」
の
「
神
様
」

を
信
じ
る
雌
犬
の
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
晩
年
の
小
説
「
み
ち
の
く
」（『
雄
弁
』
昭
十
三
・
九
）
に
は
、「
白
痴
少
年
」

四
郎
と
、
彼
の
「
一
本
気
」
な
心
に
「
浄
化
」
さ
れ
て
、
生
涯
嫁
が
な
い
ま
ま
彼
を

待
ち
続
け
る
「
お
蘭
」
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
「
正
直
な
、
美
し
い
心
を
持
つ

た
」
人
物
の
造
形
が
見
出
せ
る
よ
う
で
あ
る!3

。
こ
の
よ
う
に
「
テ
ス
の
話
」
の
雌
犬

か
ら
「
取
返
し
物
語
」
の
源
兵
衛
、
そ
し
て
「
み
ち
の
く
」
の
四
郎
に
通
じ
て
い
る

「
正
直
」
の
力
は
、
各
々
に
向
け
ら
れ
た
テ
ス
の
邪
心
、
お
く
み
の
愛
、
お
蘭
の
労

わ
り
を
、
高
い
境
地
へ
と
「
浄
化
」
し
て
い
る
。
お
蘭
の
場
合
は
「
迷
妄
」
と
す
る

に
は
留
保
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
テ
ス
と
お
く
み
の
心
境
の
変
化
か
ら
は
、
前
述
し

た
「
迷
妄
の
浄
化
」
の
構
図
が
み
て
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
昭
和
十
年
七
、
八
月
『
禅
の
生
活
』
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
鯉
魚
」
は
、
京

都
の
渡
月
橋
べ
り
の
禅
寺
で
「
食
後
の
生
飯
」
を
鯉
た
ち
に
与
え
る
役
の
「
昭
青
年
」

が
、
偶
然
知
り
合
っ
た
少
女
「
早
百
合
姫
」
と
恋
に
落
ち
、
そ
れ
を
見
咎
め
た
僧
た

ち
と
「
法
戦
」
を
し
た
話
で
あ
っ
た
。「
昭
青
年
」
は
禅
問
答
の
際
「
鯉
魚
」
と
の

み
答
え
て
い
る
う
ち
「
鯉
魚
の
功
徳
の
報
い
」
か
ら
「
生
命
の
遍
満
性
、
流
通
性
を

体
証
」
し
て
悟
達
の
境
地
を
得
る
。
こ
う
し
た
内
容
か
ら
も
、「
秀
子
の
人
形
」「
テ

ス
の
話
」
に
通
ず
る
「
迷
妄
の
浄
化
」
の
構
想
の
通
底
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ

る
。こ

う
し
た
構
想
は
、『
散
華
抄
』
所
収
の
戯
曲
「
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
」
に
お
い

て
も
明
瞭
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
一
平
は
外
遊
後
の
か
の
子
が
、
作
品
を
「
書

く
に
当
り
、
宗
教
と
文
学
を
、
そ
の
双
方
を
生な

ま

で
入
れ
混
ら
せ
る
こ
と
を
極
力
避
け

て
来
た
」
と
し
な
が
ら
「
こ
の
戯
曲
は
そ
の
時
代
の
か
の
女
を
概
念
的
に
掴
む
に
都

合
の
よ
い
僅
な
作
品
の
一
つ
」!4

と
解
説
し
て
い
た
。「
そ
の
時
代
」
と
は
、
昭
和
初

め
の
『
散
華
抄
』
執
筆
期
で
あ
り
、
同
作
は
一
平
に
よ
れ
ば
生
硬
な
が
ら
か
の
子
の

仏
教
文
学
を
「
概
念
的
」
に
理
解
す
る
に
は
格
好
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
の
子
は
こ
の
戯
曲
の
「
あ
と
が
き
」
で
「
こ
の
劇
の
目
的
と
す
る
処
は
、
恋
愛

の
浄
化
過
程
の
研
究
」
と
し
た
。
こ
こ
に
い
う
「
浄
化
過
程
」
と
は
、
仏
弟
子
の
阿

難
が
愛
欲
の
悩
み
を
つ
き
ぬ
け
て
蘇
生
し
、
悟
達
の
境
涯
を
得
る
場
面
を
指
し
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
か
の
子
は
阿
難
の
「
浄
化
過
程
」
で
の
仮
死
状
態
に
つ
い
て
「
こ

の
間
の
消
息
」
を
「
宗
教
文
芸
」
に
と
っ
て
「
表
現
意
図
の
核
心
」
を
な
し
て
い
る

「
回
心

コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ンと
い
ふ
心
象
」
と
説
明
し
て
い
た!5

。
そ
れ
か
ら
「
回
心
」
を
経
て
「
悟
り
」

に
至
る
と
い
う
場
面
は
同
じ
く
『
散
華
抄
』
に
収
め
ら
れ
た
戯
曲
「
寒
山
拾
得
」
に

も
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
恋
愛
な
ど
我
執
の
克
服
を
「
回
心
」
で
表
現
す
る
構
図
は
、

初
期
童
話
の
「
迷
妄
の
浄
化
」
を
仏
教
的
構
成
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。

か
の
子
の
仏
教
文
学
に
描
か
れ
た
「
回
心
」
に
照
応
す
る
表
現
を
先
述
の
初
期
童

話
に
求
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
テ
ス
の
話
」
の
テ

ス
は
「
ふ
と
、」
雌
犬
へ
の
「
愉
快
」
な
悪
戯
を
思
い
つ
き
、「
ふ
と
、」
良
心
の
呵

責
に
よ
る
「
悔
」
の
痛
み
を
覚
え
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
「
ふ
と
」
が
、
後
に
テ
ス

を
回
心
に
導
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
唐
突
で
小
さ
な
心

機
の
転
化
を
示
す
「
ふ
と
、」
は
、
結
果
的
に
テ
ス
を
「
美
し
い
心
」
の
雌
犬
と
出

会
わ
せ
、
ひ
い
て
は
テ
ス
を
改
心
に
向
わ
せ
る
予
兆
と
な
さ
し
め
て
い
た!6

。

「
秀
子
の
人
形
」
に
お
い
て
も
、「
ふ
と
」
は
三
度
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
形
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を
「
お
湯
」
に
入
れ
た
ら
温
か
く
な
る
と
「
思
い
付
」
く
場
面
と
、
野
川
で
人
形
を

洗
お
う
と
「
思
い
付
」
く
時
、
そ
し
て
学
校
で
先
生
か
ら
「
人
形
」
の
話
を
聞
い
た

あ
と
「
ふ
と
去
年
の
君
ち
や
ん
を
思
ひ
浮
べ
」
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
や
は
り
秀
子

の
心
境
の
転
機
に
「
ふ
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
作
品
構
想

に
お
い
て
い
え
ば
、
初
期
童
話
で
は
た
ん
に
「
ふ
と
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
の
み
で

あ
っ
た
心
機
の
転
回
が
、
後
年
「
回
心
」
と
い
う
仏
教
思
想
的
な
肉
付
け
を
加
え
た

表
現
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
迷
妄
の
浄
化
」
の
構
想
の
深
化
を
め
ぐ
り
、

か
の
子
は
昭
和
十
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
仏
教
文
学
提
唱
と
そ
の
困
難
な
諸
点
」!7

の
な
か

で
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
意
見
を
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
仏
教
に
絡
ま
つ
て

ゐ
る
旧
情
感
を
篩
ひ
捨
て
、
仏
教
の
第
一
義
に
直
接
触
れ
、
そ
こ
で
得
た
生
命
の
み

づ
み
づ
し
さ
か
ら
浸
出
し
た
新
感
情
を
表
現
す
る
も
の
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
る
」
と

し
て
「
第
一
義
の
宗
教
文
学
の
使
命
は
、
宗
祖
、
祖
師
の
立
教
開
宗
と
同
じ
も
の
を
、

人
間
性
に
顧
み
時
代
性
に
応
じ
、
情
緒
に
於
て
打
ち
建
て
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

と
立
言
し
、
創
作
者
の
視
点
の
問
題
に
言
及
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
の

で
あ
る
。文

学
と
い
ふ
も
の
は
、
時
代
と
人
間
性
に
密
着
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
宗
教
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、（
中
略
）
宗
教
は
教
義
的
の
も
の
で

あ
る
。（
中
略
）
文
学
は
事
情
的
、
情
緒
的
の
も
の
で
あ
る
。
時
代
を
も
人
間

を
も
具
体
に
於
て
掴
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
描
き
出
す
も
の
は
、
個
の
時
代
、
個

の
人
間
た
る
こ
と
に
於
て
時
代
性
、
人
間
性
を
表
現
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
の
方
で
は
煩
悩
即
菩
提
と
言
つ
て
済
む
が
、
文
学
で
は
、
誰
が
誰
に
対
し

て
煩
悩
を
起
し
、
如
何
な
る
心
機
一
転
の
し
や
う
に
よ
つ
て
そ
の
煩
悩
が
菩
提

に
変
じ
た
か
、
い
く
ら
少
く
見
積
つ
て
も
、
一
つ
二
つ
の
個
性
的
の
具
体
を
示

さ
ね
ば
効
果
は
な
い
の
で
あ
る
。（
傍
線
引
用
者
）

右
の
引
用
か
ら
は
、
か
の
子
が
大
乗
仏
教
の
根
本
的
教
義
で
あ
る
「
煩
悩
即
菩
提
」

の
文
芸
的
形
象
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
煩
悩
即
菩
提
」
を
、

時
代
と
人
間
の
「
具
体
」
的
な
脚
色
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
煩
悩
」
か
ら
「
菩
提
」

へ
の
転
化
と
い
う
構
造
で
表
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
阿
難
と
呪
術

師
の
娘
」
や
「
取
返
し
物
語
」「
鯉
魚
」
に
描
か
れ
た
愛
欲
の
「
浄
化
」
は
、
こ
の

「
煩
悩
」
か
ら
「
菩
提
」
へ
の
転
化
の
表
現
例
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

前
述
の
「
回
心
」
も
、
作
者
に
と
っ
て
の
「
即
」
の
文
学
的
解
釈
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
宗
晴
美
は
、「
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
」
の
内
容
と
作
者
の
自
解
か
ら

「
や
が
て
五
月
に
」（『
文
芸
』
昭
十
三
・
三
）
の
主
人
公
・
泉
宗
輔
の
心
境
の
転
化
か

ら
「
浄
化
の
達
成
に
お
い
て
生
命
を
自
覚
す
る
と
い
う
展
開
と
つ
な
が
る
思
想
」
を

見
出
し
、「
や
が
て
五
月
に
」
を
「
戯
曲
『
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
』
の
思
想
的
内
容

を
、
泉
宗
輔
の
浄
化
の
物
語
と
し
て
小
説
化
し
た
も
の
」
と
み
な
し
て
い
た!8

。
じ
っ

さ
い
、「
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
」
の
よ
う
な
愛
欲
が
「
浄
化
」
さ
れ
る
と
い
う
構
想

を
も
っ
た
昭
和
十
年
代
の
小
説
は
、「
や
が
て
五
月
に
」
の
ほ
か
に
も
数
多
い
よ
う

で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
花
は
勁
し
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
十
二
・
六
）
「
金
魚
撩
乱
」

（『
中
央
公
論
』
昭
十
二
・
十
）「
河
明
り
」（『
中
央
公
論
』
昭
十
四
・
四
）
と
い
っ
た
晩

年
の
代
表
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
愛
欲
や
芸
術
美
に
執
着
し
た
登
場
人
物
が
、
よ
り
高
次

の
対
象
と
出
会
い
、
個
々
の
否
定
的
契
機
を
経
て
「
浄
化
」
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て

で
あ
っ
た
。
各
作
品
の
分
析
は
別
稿
に
譲
る!9

が
、「
花
は
勁
し
」
の
桂
子
や
「
金
魚

撩
乱
」
の
復
一
、
ま
た
「
河
明
り
」
の
「
私
」
や
木
下
が
自
己
の
こ
だ
わ
り
を
脱
し

「
浄
化
」
し
て
ゆ
く
と
い
う
内
容
か
ら
は
、
心
機
の
「
回
心
」
の
変
奏
例
が
見
出
せ

る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
初
期
童
話
の
構
想
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
な

「
迷
妄
の
浄
化
」
は
、
後
年
の
創
作
に
至
っ
て
恋
愛
な
ど
執
着
（
迷
妄
）
が
、「
正
直
」

や
美
と
い
っ
た
高
次
の
対
象
を
媒
介
（
否
定
的
契
機
）
と
し
て
「
悟
達
」
的
な
「
浄

化
」
に
移
行
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
後
年
に
ま
で
継
続
発
展
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
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え
ら
れ
た
。
か
の
子
の
昭
和
十
年
代
の
小
説
に
は
、
大
乗
仏
教
思
想
の
底
流
が
こ
れ

ま
で
指
摘@0

さ
れ
て
き
た
が
、「
煩
悩
即
菩
提
」
の
構
想
化
は
そ
の
一
例
と
み
な
し
う

る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
小
説
の
構
想
は
、「
秀
子
の
人
形
」「
テ
ス
の
話
」
の
「
迷

妄
の
浄
化
」
を
基
底
と
し
て
お
り
、
の
ち
仏
教
思
想
を
契
機
と
し
深
化
拡
大
さ
れ
た

も
の
と
考
え
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
岡
本
か
の
子

の
小
説
に
顕
著
な
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
「
煩
悩
」
か
ら
「
菩
提
」
へ
の
転
化

の
構
想
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
大
正
時
代
の
初
期
童
話
の
世
界
に
お
け
る
「
迷
妄
の
浄

化
」
を
原
型
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
ほ
か
に
か
の
子
に
は
「
東
海
道
五
十
三
次
」（『
新
日
本
』
昭
十
三
・
八
）
の

よ
う
な
執
着
（
迷
妄
）
が
持
続
し
た
ま
ま
の
小
説
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
か

の
子
文
学
に
頻
出
す
る
「
生
命
」
を
め
ぐ
っ
て
の
考
究
が
必
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

初
期
童
話
に
お
い
て
は
と
く
に
「
生
命
」
の
内
在
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

「
生
命
」
の
力
と
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
る
様
相
は
、
仏
教
と
の
関
連
性
か
ら
多
く
言

及
も
な
さ
れ
て
お
り@1

、
か
の
子
文
学
の
個
性
的
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

「
生
命
」
観
を
め
ぐ
っ
て
は
仏
教
の
ほ
か
、
外
遊
体
験
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
上
記
し
た
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
昭
和
十
年
代
の
諸

作
の
解
読
と
あ
わ
せ
て
爾
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

注q

川
端
康
成
「
岡
本
か
の
子
」（『
文
学
界
』
六
巻
四
号
、
昭
十
四
・
四
・
一
）
に

「
か
の
子
さ
ん
が
作
家
と
し
て
立
た
う
と
し
た
の
に
は
、
亡
兄
の
遺
志
を
果
す
と
い
う

気
持
も
強
か
つ
た
」「
創
作
は
初
恋
で
あ
り
、
ま
た
失
恋
で
あ
る
と
の
意
味
を
、
か
の

子
さ
ん
は
私
に
よ
く
言
つ
た
」「
そ
の
勉
強
は
少
女
の
頃
か
ら
今
ま
で
貫
か
れ
て
来
た
」

（
一
二
四
頁
）
と
の
証
言
が
あ
る
。

w

「
私
の
作
に
つ
い
て
」（『
時
事
新
報
』
昭
九
・
十
二
・
九
）
に
は
「
仏
教
の
研
究

に
身
を
委
ね
」
て
か
ら
「
昭
和
三
年
」
に
な
っ
て
「
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
」「
寒
山
拾

得
」
を
創
作
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
十
三
年
間
か
う
云
ふ
も
の
」（
＝
仏
教
文
学
）

を
「
書
く
こ
と
を
、
恩
師
に
固
く
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
」
た
と
い
う
。
た
だ
し
か
の
子
は

大
正
十
年
か
ら
仏
教
を
信
仰
し
始
め
て
い
る
た
め
「
十
三
年
間
」
は
記
憶
違
い
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

e

鳥
越
信
「
解
説
」（
鳥
越
信
ほ
か
編
『
新
選
日
本
児
童
文
学
１
大
正
篇
』
小
峰
書

店
、
昭
和
四
十
四
・
六
・
五
）
三
六
八
〜
三
六
九
頁
参
照
。

r

「
本
冊
中
の
小
説
に
就
て
」（『
新
日
本
文
学
全
集
第
二
十
五
巻
』
改
造
社
、
昭
和

十
五
・
五
・
二
十
）
四
八
一
頁
。「
兄
妹
」（
昭
十
一
）「
春
」（
昭
十
一
）「
雛
妓
」

（
昭
十
四
）「
あ
る
時
代
の
青
年
作
家
」（
昭
十
四
）「
美
少
年
」（
昭
十
六
）
等
も
同
傾

向
の
小
説
と
考
え
ら
れ
る
。

t

「
テ
ス
の
話
」
に
み
ら
れ
る
、「
正
直
」
と
い
う
「
美
し
い
心
」
を
持
っ
て
い
る
者

は
「
仕
合
せ
も
の
」
と
い
う
道
徳
的
な
人
間
観
は
、
か
の
子
自
身
の
生
育
環
境
に
も

繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
あ
の
子
の
一
番
よ
い
こ
と
」（『
主

婦
之
友
』
一
六
巻
一
一
号
、
昭
和
七
・
十
）
で
か
の
子
は
、
母
と
「
と
て
も
仲
よ
し
」

で
あ
っ
た
と
述
べ
、
母
が
親
戚
に
「
あ
の
子
が
他
の
ど
の
点
に
優
つ
て
も
よ
い
こ
と

は
、
正
直
で
、
素
直
な
こ
と
で
す
」
と
言
っ
た
こ
と
を
強
く
記
憶
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
「
第
一
義
的
な
こ
と
」
を
母
が
教
え
て
く
れ
た
と
す
る
か
の
子
の
「
正
直
」
さ

へ
の
指
向
は
、
初
期
の
童
話
作
品
の
主
題
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。
か
の
子
の
韻
文

に
も
こ
う
し
た
傾
向
は
色
濃
い
。
た
と
え
ば
歌
集
『
浴
身
』（
越
山
堂
、
大
正
十
四
・

五
）
の
詠
唱
「
ま
た
ひ
と
つ
／
白
歯
を
折
ら
む
／
譌
を
／
わ
れ
ま
た
云
ひ
ぬ
」
な
ど

は
、
か
の
子
の
倫
理
的
側
面
を
強
く
表
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

y

「
雑
誌
『
童
話
』
の
刊
行
」（『
大
正
児
童
文
学
の
世
界
』
お
う
ふ
う
、
平
成
八
・

二
・
二
十
五
）
二
〇
九
頁
。

u

岡
本
か
の
子
の
童
話
は
、
こ
の
ほ
か
現
在
ま
で
に
「
花
子
」（『
週
刊
朝
日
』
大
十

三
・
九
・
二
十
八
）、「
山
の
コ
ド
モ
」（『
時
事
新
報
』
昭
九
・
七
・
十
五
）、「
お
鍋

と
キ
ヤ
ベ
ツ
」（『
読
売
新
聞
』
昭
十
一
・
八
・
三
十
）、「
咲
く
花
凋
む
花
」（『
少
女

倶
楽
部
』
昭
十
二
・
八
）
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
小
品
で
あ
る
。「
花
子
」

は
、
草
花
に
な
っ
た
兄
妹
を
摘
も
う
と
し
た
夢
を
み
た
幼
女
の
話
で
、
四
百
字
詰
原

稿
用
紙
に
し
て
約
三
枚
半
の
分
量
。
同
枚
数
の
「
山
の
コ
ド
モ
」
は
、
山
に
育
っ
た

ヤ
マ
キ
チ
が
、
鷹
に
海
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
が
、
魚
や
波
に
相
手
に
さ
れ
ず
泣

い
て
山
に
戻
り
、
山
の
生
物
の
「
タ
イ
シ
ョ
ウ
」
に
な
る
と
い
う
筋
。
約
三
枚
の

「
お
鍋
と
キ
ヤ
ベ
ツ
」
は
、
日
本
の
キ
ャ
ベ
ツ
と
そ
れ
を
煮
る
た
め
の
鍋
が
異
様
に
大

き
い
と
い
う
英
国
で
の
頓
知
話
。「
咲
く
花
凋
む
花
」
は
約
四
枚
で
、
Ａ
子
の
止
め
る
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の
を
き
か
ず
ダ
り
ヤ
の
花
を
折
り
取
っ
た
Ｂ
子
を
描
く
教
訓
話
。

i

「
大
正
期
の
児
童
文
学
」
前
掲
『
新
選
日
本
児
童
文
学
１
大
正
篇
』
三
二
一
頁
。

な
お
、
同
書
収
載
の
「『
童
話
』
総
目
次
」
に
は
す
で
に
「
テ
ス
の
話
」
の
記
載
が
あ

り
『
童
話
』
に
は
複
刻
版
（
岩
崎
書
店
、
昭
五
七
）
も
あ
る
。

o

こ
の
時
代
の
か
の
子
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岡
本
か
の
子
と
高
楠
順
次
郎

―
雑
誌
『
ア
カ
ツ
キ
』
の
周
辺
―
」（『
滋
賀
大
国
文
』
三
六
号
、
平
成
十
・
九
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

!0

「
岡
本
か
の
子
『
散
華
抄
』
の
位
置
」（『
地
軸
』
一
四
号
、
平
成
七
・
三
・
八
）

六
三
頁
。

!1

前
掲
「
本
冊
中
の
小
説
に
就
て
」
四
七
七
頁
。

!2

同
作
の
「
前
が
き
」
に
は
、
作
者
が
昔
「
比
叡
の
山
登
り
し
て
坂
本
へ
下
り
」、
麓

の
寺
で
「
源
兵
衛
の
髑
髏
ど
く
ろ

」
を
実
見
し
た
と
あ
る
。
岡
本
一
平
「
琵
琶
湖
め
ぐ
り
」

の
「（
十
）
源
兵
衛
の
髑
髏
」（『
朝
日
新
聞
』
大
七
・
七
・
八
）
に
は
「
三
井
寺
の
下

の
両
願
寺
」
で
そ
の
現
物
を
実
見
し
た
と
記
さ
れ
、
こ
の
旅
行
時
に
か
の
子
も
同
行

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
三
井
寺
南
別
所
に
あ
る
両
願
寺
は
現
在
無
住
で
あ

り
、「
げ
ん
べ
ゑ
く
び
で
ら
」
等
の
石
碑
が
残
る
が
、
大
正
期
に
参
詣
人
で
賑
わ
っ
た

と
い
う
「
髑
髏
」
も
存
在
し
な
い
。
元
三
井
寺
別
院
・
等
正
寺
（
浄
土
真
宗
）
に
伝

来
す
る
「
堅
田
源
兵
衛
法
死
之
首
」
が
由
緒
正
し
い
も
の
と
さ
れ
る
。

!3

「
み
ち
の
く
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岡
本
か
の
子
『
み
ち
の
く
』
―
『
待
つ
』

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
仏
教
文
学
』
二
二
号
、
平
成
十
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

!4

前
掲
「
本
冊
中
の
小
説
に
就
て
」
四
七
七
〜
四
七
八
頁
。

!5

「
宗
教
劇
の
不
可
解
所
と
は
―
岡
田
八
千
代
氏
の
評
に
つ
い
て
―
」（『
読
売
新
聞
』

昭
九
・
十
二
・
十
八
）
一
〇
面
。
こ
こ
で
か
の
子
は
宗
教
の
「
実
践
者
が
体
験
的
に

引
き
絞
つ
て
行
つ
た
解
脱
の
最
後
の
把
握
感
は
、
一
種
の
恍
惚
感
」
と
み
て
、「
要
す

る
に
わ
れ
、
、

を
忘
れ
て
浸
り
入
る
時
間
と
空
間
と
は
暫
く
そ
の
人
の
心
上
に
爪
を
刻
ま

ぬ
没
頭
の
世
界
」
だ
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
そ
こ
を
出
て
あ
と
で
顧
み
て
、
刹
那

な
り
と
も
無
限
無
窮
な
る
も
の
に
面
接
し
た
と
い
ふ
一
種
の
驚
き
を
持
つ
の
で
あ
り

ま
す
」
と
書
い
て
い
た
。

!6

あ
る
い
は
そ
の
良
心
の
萌
し
た
場
所
が
「
お
寺
の
藪
の
出
口
」
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
こ
に
は
テ
ス
の
慢
心
を
正
し
回
心
さ
せ
る
た
め
に
超
越
者
の
投
じ
た
差
配

（
方
便
）
の
徴
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

!7

『
仏
教
文
化
』
九
巻
二
五
号
、
昭
和
十
・
六
・
六
　
四
〜
九
頁
。
ち
な
み
に
か
の

子
は
「
文
学
と
宗
教
と
の
交
流
す
る
世
界
」
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
「
座
標
軸
」

に
、
こ
う
し
た
心
理
転
回
に
み
ら
れ
る
「
恍
惚
感
」
を
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
「
真

に
宗
教
的
と
言
へ
る
文
学
」
は
「
恍
惚
感
を
提
供
す
る
分
量
の
多
い
も
の
を
指
す
べ

き
」
で
、「
解
脱
の
世
界
を
感
知
せ
し
め
な
い
文
学
は
真
の
意
味
の
宗
教
文
学
と
は
言

へ
ま
せ
ん
」
と
し
て
い
る
（「
文
学
と
宗
教
と
の
交
流
す
る
世
界
」（『
む
ら
さ
き
』
二

巻
八
号
、
昭
和
十
・
八
・
一
　
一
二
〜
一
三
頁
）。
こ
う
し
た
見
解
か
ら
も
「
回
心
」

に
は
宗
教
的
「
恍
惚
感
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

!8

「
岡
本
か
の
子
『
や
が
て
五
月
に
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀

要
』
一
三
号
、
平
成
八
・
十
二
・
一
）
一
三
三
頁
。

!9

各
作
品
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岡
本
か
の
子
『
金
魚
撩
乱
』
成
立
考
」（『
論
究
日

本
文
学
』
六
五
号
、
平
八
・
十
二
）、「
岡
本
か
の
子
『
金
魚
撩
乱
』
と
『
維
摩
経
』」

（『
昭
和
文
学
研
究
』
三
四
集
、
平
九
・
二
）、「
岡
本
か
の
子
『
花
は
勁
し
』」（『
滋
賀

大
国
文
』
三
五
号
、
平
九
・
六
）、「
岡
本
か
の
子
『
河
明
り
』
―
我
執
か
ら
包
容
へ

―
」（『
立
命
館
文
学
』
五
七
五
号
、
平
十
四
・
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@0

石
川
淳
「
岡
本
か
の
子
論
」（『
近
代
日
本
文
学
研
究
昭
和
文
学
作
家
論
上
巻
』
小

学
館
、
昭
和
十
九
・
四
・
二
十
）
他
を
参
照
。

@1

宮
内
淳
子
「
岡
本
か
の
子
の
生
命
観
」（『「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
〔
生
命
〕

で
読
む
20
世
紀
日
本
文
芸
』
平
成
八
・
二
・
十
）
等
を
参
照
。

追
記・

本
文
の
引
用
は
、
ち
く
ま
文
庫
版
『
岡
本
か
の
子
全
集
』
に
拠
っ
た
。

・
「
秀
子
の
人
形
」
は
、
神
奈
川
県
立
近
代
文
学
館
所
蔵
『
良
友
』
か
ら
見
出
さ
れ
た
。

・
「
テ
ス
の
話
」
の
所
在
は
、
立
命
館
大
学
講
師
・
古
澤
夕
起
子
氏
の
木
下
杢
太
郎

「
崑
崙
山
」（
明
治
文
芸
講
演
会
会
誌
『
明
治
の
森
』
一
号
、
平
成
十
五
・
十
一
・

八
）
の
紹
介
文
に
よ
り
知
り
得
た
。
古
澤
氏
に
は
あ
ら
た
め
て
深
謝
を
申
し
述
べ

た
い
。

・
引
用
中
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
も
あ
る

が
、
故
人
の
作
品
で
あ
る
こ
と
、
時
代
背
景
等
を
考
慮
し
、
原
典
通
り
収
載
し
た
。

（
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）

198

一
〇


