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（
1
）
 
 

小
芋
子
が
白
日
夢
 
 

第
一
 
小
芋
子
の
来
し
か
た
 
 
 

智
は
毘
虞
の
頂
上
を
踏
む
と
い
ふ
と
も
信
若
し
不
及
な
ら
ん
に
は
諸
理
を
解
し
て
も
諸
実
を
意
ぜ
ず
行
ひ
は
小
児
の
脚
下
に
う
づ
 
 

7
）
）
 
 

く
ま
り
て
業
火
長
く
消
え
ざ
る
べ
し
と
か
や
こ
の
義
を
俗
解
せ
ば
智
及
び
て
情
及
ば
ず
と
も
謂
ひ
つ
べ
し
世
に
仏
智
見
を
開
き
て
悟
 
 

（
リ
⊥
 
 

道
を
得
た
り
と
い
ふ
も
の
ゝ
大
か
た
は
い
づ
れ
か
此
境
の
衆
生
な
ら
ぎ
ら
ん
併
し
な
が
ら
智
だ
に
い
と
ノ
＼
高
う
し
て
諸
理
を
解
 
 

・
 
 

す
る
に
至
り
た
ら
ん
は
或
は
〓
子
派
の
祖
師
と
な
り
て
他
の
智
不
及
が
足
ら
ぎ
る
を
補
ひ
間
接
に
人
間
を
教
化
す
べ
き
が
若
し
智
 
 

て
⊥
 
 

も
情
も
不
及
に
し
て
曇
れ
る
古
鏡
に
お
の
が
歪
め
る
影
を
映
し
こ
れ
を
見
て
人
間
の
真
面
目
を
看
得
た
り
と
速
断
し
白
日
晴
天
に
 
 

て
口
）
 
 

眼
を
開
き
な
が
ら
聴
睦
し
夢
中
に
夢
を
説
く
も
の
あ
ら
ば
誰
か
正
面
し
て
こ
れ
を
聴
か
ん
世
に
か
ゝ
る
徒
の
は
び
こ
る
こ
そ
慨
き
 
 

（
）
 
 

こ
と
の
限
な
れ
と
或
人
の
い
へ
り
け
る
其
言
葉
い
ま
だ
耳
の
は
た
に
残
れ
る
に
あ
な
笑
止
や
愛
に
手
細
工
の
管
目
鏡
に
果
知
ら
ぬ
 
 

丁
こ
 
 

蒼
空
を
窺
き
見
て
漫
言
を
さ
へ
づ
る
烏
呼
の
白
徒
あ
り
本
名
を
ば
何
と
い
ふ
ら
ん
綽
名
を
羊
と
も
又
唐
様
に
小
芋
子
と
も
呼
ば
れ
 
 

け
る
を
好
名
得
た
り
と
や
思
ひ
け
ん
さ
な
が
ら
を
の
が
表
徳
と
し
て
宣
り
あ
る
き
け
る
に
ぞ
人
々
か
た
は
ら
い
た
が
り
け
る
、
さ
る
 
 

（
9
）
 
 

は
彼
れ
が
性
の
優
柔
と
意
地
無
げ
に
て
何
事
に
ま
れ
人
に
逆
ふ
こ
と
を
厭
へ
る
が
柔
毛
と
い
ふ
獣
に
似
た
れ
ば
な
る
べ
し
し
か
ら
ず
 
 
 

没
理
想
論
争
注
釈
稿
 
（
六
）
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、
 
 

ば
彼
れ
が
支
幹
の
末
な
る
に
と
し
ご
ろ
要
無
き
筆
い
ぢ
り
し
て
紙
あ
ま
た
喰
ひ
減
ら
し
け
れ
ば
な
る
べ
し
此
し
れ
も
の
生
れ
な
が
ら
 
 

の
鈍
根
に
し
て
何
山
 
つ
得
た
る
と
こ
ろ
と
て
は
無
し
固
よ
り
博
く
渉
猟
し
て
多
聞
を
得
ん
と
楽
ふ
心
も
な
け
れ
ば
沈
潜
反
復
し
て
心
 
 

】
W
乃
 
 

適
黙
識
の
渚
を
求
む
る
勇
気
も
な
く
習
ひ
性
と
な
り
し
大
無
精
、
精
進
の
勤
日
々
に
台
心
り
学
問
大
便
利
の
代
に
生
れ
な
が
ら
漢
土
 
 

（
1
Z
）
 
 

に
名
た
～
る
聖
賢
の
書
も
播
か
ぎ
れ
ば
汗
牛
充
棟
と
数
多
き
泰
西
古
今
の
哲
学
の
大
宝
蔵
の
鍵
に
も
手
は
触
れ
ず
都
の
場
末
に
く
 
 

∵
∵
 
 

す
ぷ
り
か
へ
り
て
日
々
閑
居
に
為
す
こ
と
も
な
く
流
石
に
不
善
を
作
ら
ざ
れ
ど
い
ま
だ
片
善
を
も
修
し
た
る
跡
な
く
様
々
た
る
大
俗
 
 

の
た
～
ず
ま
ひ
、
春
の
花
の
錦
繍
夕
の
風
に
檻
襟
と
な
り
て
軟
泥
に
委
し
冬
の
雪
の
白
光
浄
土
朝
の
日
影
に
溶
初
め
て
ま
た
1
き
の
 
 

【
1
4
）
 
 

中
に
消
え
ゆ
く
を
二
十
年
来
目
の
前
に
う
ッ
か
り
ぽ
ん
と
見
送
り
て
花
は
赤
い
と
み
づ
か
ら
は
知
り
た
れ
ど
人
に
向
う
て
説
く
こ
と
 
 

‥
、
、
 
 

能
は
ず
雪
は
冷
し
白
妙
の
妙
な
る
理
六
花
と
乱
れ
て
そ
が
鼻
の
先
に
ち
ら
つ
け
ど
あ
～
冷
い
と
自
知
す
る
ば
か
り
暁
子
が
黄
葉
を
 
 

（
迅
｝
 
 

ね
ぶ
れ
る
如
く
他
人
に
そ
の
理
を
語
る
口
無
し
小
児
が
羊
糞
の
甘
き
を
知
り
て
手
套
の
何
た
る
を
ト
ン
と
知
ら
ぬ
と
同
然
の
暗
黒
 
 

（
迅
）
 
 

（
1
7
）
 
 

座
敷
を
這
ひ
ま
は
り
て
こ
ゝ
ら
に
一
理
屈
あ
り
さ
う
ぢ
や
と
白
痴
が
途
惑
ひ
し
て
早
附
木
を
探
る
途
轍
方
も
無
き
瑞
摩
想
像
、
い
 
 

】
服
爪
 
 

つ
の
間
に
や
ら
羽
を
生
し
て
富
士
の
人
穴
に
棲
む
ら
ん
や
う
の
大
嶋
嬢
と
化
け
お
ぼ
せ
六
畳
敷
の
無
人
の
書
斎
を
縦
横
無
碍
に
翔
 
 

（
甜
）
 
 

け
ま
は
り
固
よ
り
皆
目
見
え
ぎ
れ
ば
思
は
ず
む
古
今
の
書
籍
に
ぶ
ツ
つ
か
り
頓
の
響
に
応
ず
る
癌
を
額
に
撫
で
ゝ
こ
れ
を
板
悟
と
 
 

（
2
1
）
 

へ
笥
〕
 
 

我
ぽ
め
の
苦
笑
ひ
、
大
井
に
衝
当
り
て
翼
を
折
き
鼻
先
を
痛
め
平
伏
り
て
腰
た
ゝ
ぎ
れ
ば
こ
れ
が
漸
々
漸
機
の
妙
智
力
急
い
て
は
 
 

（
刀
）
 
 

事
を
仕
損
ず
る
、
逆
境
即
ち
順
境
な
り
窮
す
れ
ば
則
ち
通
ず
る
道
理
泣
く
な
／
＼
と
我
と
わ
が
心
あ
や
し
き
楽
点
三
昧
、
次
第
に
 
 

我
ぽ
め
増
長
な
し
下
手
が
横
好
く
戯
作
者
々
流
の
成
れ
の
巣
と
て
ま
こ
と
や
古
人
も
い
ひ
け
ら
し
這
損
ッ
て
批
評
家
の
仲
間
入
り
し
 
 

助
言
の
一
つ
二
つ
い
ひ
習
ひ
花
の
赤
い
を
も
得
説
か
ぬ
∪
で
詩
歌
小
説
の
褒
匿
沙
汰
智
情
不
及
の
悲
し
さ
は
人
の
道
も
斯
道
も
そ
の
 
 

（
妬
）
 
 

（
訪
）
 
 

（
凱
）
 
 

根
底
の
玄
妙
旨
訣
は
色
に
も
越
え
た
り
声
に
も
越
え
た
る
其
前
一
句
は
聖
も
不
伝
の
甚
深
無
量
描
華
微
笑
の
玄
又
玄
と
昼
夜
お
ち
 
 

‥
一
 
 

ず
見
る
夢
の
其
夢
の
間
に
も
か
い
く
れ
見
ざ
れ
ば
象
の
通
り
し
足
跡
の
尺
取
り
て
見
事
象
を
知
ッ
た
か
ぶ
り
の
高
慢
の
鼻
ひ
こ
つ
 
 

ヽ
】
 
 

か
せ
我
も
お
ぼ
ろ
の
小
理
屈
を
明
白
に
い
ふ
口
無
け
れ
ば
空
挺
む
や
う
な
比
喩
言
葉
明
治
文
壇
を
碁
盤
と
見
た
て
ゝ
詩
歌
小
説
の
 
 

（
盟
）
 
 

魂
胆
を
機
会
的
遊
戯
と
混
視
に
し
碁
将
棋
う
ち
ま
ぜ
た
る
入
法
外
の
さ
し
で
ロ
、
五
な
ら
べ
の
初
身
者
を
つ
か
ま
へ
て
も
初
め
よ
り
 
 

八
段
に
桂
馬
飛
さ
せ
ん
と
肝
を
前
川
り
ま
だ
歩
も
つ
か
ぬ
盤
面
に
指
ぎ
し
し
て
ソ
レ
王
手
と
気
を
い
ら
ち
烏
呼
此
堂
々
た
る
手
の
裡
に
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金
は
無
い
か
銀
将
無
き
か
と
慨
が
り
今
に
し
て
断
ら
ず
ば
末
を
奈
何
と
懸
念
貌
仔
細
ら
し
く
意
味
取
ち
が
へ
て
濫
用
す
る
囲
碁
詞
の
 
 

ト
 
 

粘
、
塗
、
抑
、
約
い
と
五
月
蝿
し
案
ず
る
に
詩
人
は
生
る
と
古
人
も
い
ひ
し
天
稟
な
ら
ん
は
教
へ
ず
と
も
大
な
る
詩
人
と
な
り
ぬ
 
 

ぺ
し
野
に
生
ふ
花
井
の
麗
し
さ
青
山
の
自
然
の
風
姿
白
水
の
お
の
づ
か
ら
な
る
情
韻
芸
人
間
の
所
為
な
ら
ん
そ
の
底
意
は
天
稟
に
あ
 
 

る
べ
き
詩
歌
小
説
を
杓
子
定
規
の
理
屈
諸
に
て
作
り
い
だ
さ
ん
こ
と
覚
束
無
し
理
屈
で
こ
ね
て
は
新
粉
で
も
う
ま
い
格
好
は
出
来
ぬ
 
 

）
紺
爪
 
 

例
所
詮
は
手
錬
と
胸
と
に
あ
る
を
生
ざ
と
り
の
指
南
、
邪
魔
に
な
る
と
も
尽
未
来
益
に
立
さ
う
な
苦
も
な
し
そ
れ
も
敵
手
の
質
に
 
 

＝し
  

こ
そ
よ
れ
当
り
も
つ
け
ず
鈎
も
つ
け
ぬ
と
ん
だ
気
ま
ぐ
れ
の
太
公
望
が
道
楽
一
方
の
釣
を
見
て
さ
て
は
わ
る
し
斯
う
し
た
も
の
と
 
 

（
訓
）
 

（
諮
）
 
 

（
㍊
）
 
 

釣
竿
の
し
な
ひ
塩
梅
潮
時
の
講
釈
に
舌
を
爛
し
太
公
望
に
は
五
月
蝿
が
ら
れ
自
身
の
隙
は
つ
ぶ
し
瞑
の
作
用
太
義
に
な
り
て
や
う
 
 

1
 
 

ノ
＼
腹
の
北
山
威
ぞ
つ
と
身
に
染
み
て
心
づ
く
と
は
誓
に
も
い
ふ
他
人
の
釣
に
見
惚
る
ゝ
自
徒
、
馬
鹿
の
骨
頂
と
は
是
な
る
べ
し
と
 
 

人
に
も
い
は
れ
我
れ
に
も
気
づ
き
あ
ト
誤
ツ
た
わ
る
か
り
し
と
さ
ば
か
り
我
ぽ
め
の
小
芋
子
も
少
し
ば
か
り
目
が
醒
め
暫
ら
く
の
問
 
 

お
の
が
名
に
あ
ふ
屠
所
の
羊
の
し
ほ
れ
か
へ
り
い
か
さ
ま
な
自
家
が
鼻
の
端
の
蝿
か
ら
先
づ
逐
う
て
か
ゝ
ら
ね
ば
謎
も
い
へ
た
仕
儀
 
 

r
 
 

で
は
無
か
り
き
戒
行
そ
の
身
に
備
は
ら
ね
ば
法
を
説
け
ど
も
人
の
聞
か
ぬ
は
無
礼
な
奴
と
僻
め
ば
こ
そ
と
さ
う
思
ふ
が
此
方
の
大
 
 

（
刃
）
 
 

（
駕
）
 
 

な
る
僻
見
な
り
活
き
た
る
模
範
を
見
せ
ぬ
説
法
古
来
効
の
あ
ッ
た
こ
と
無
し
道
徳
の
根
源
も
美
術
の
元
も
皆
情
な
り
先
づ
其
情
を
 
 

（
亜
）
 

（
4
1
）
 
 

化
せ
ざ
れ
ば
千
目
読
詞
の
妙
法
蓮
華
も
花
さ
き
ば
か
り
身
は
入
ら
ず
何
の
詮
な
き
詰
語
な
り
夫
れ
理
は
唯
智
力
に
訴
ふ
べ
し
傍
ら
 
 

情
に
訴
ふ
べ
き
活
き
た
る
模
範
の
出
来
ず
あ
ら
ば
道
徳
界
は
理
屈
の
闘
諸
宗
論
の
修
羅
と
な
り
詩
文
世
界
の
名
聞
餓
鬼
は
ま
す
く
 
 

へ
追
）
 
 

お
の
れ
が
誠
を
没
し
て
徒
宣
彫
轟
の
奴
と
な
り
ぬ
べ
し
例
の
偏
執
の
頑
機
い
つ
の
日
に
か
断
滅
せ
ん
さ
て
ま
た
天
成
の
詩
人
に
向
 
 

、
｝
 
 

ひ
て
生
中
の
小
理
屈
を
指
南
せ
ん
は
猿
廻
与
次
郎
に
聞
き
か
ぢ
り
の
老
荘
が
教
説
き
聞
か
せ
て
一
時
の
惑
ひ
を
醸
す
讃
、
ま
た
望
 
 

無
き
戯
作
者
に
古
代
作
者
の
手
柄
話
は
お
の
が
先
祖
の
鍬
形
兜
、
土
用
干
の
日
に
着
か
ざ
ッ
て
我
身
の
光
と
誇
る
に
似
て
誰
か
は
こ
 
 

（
仏
）
 
 

れ
を
教
え
と
聴
か
ん
況
ん
や
、
我
に
も
お
ぼ
ろ
月
の
此
膵
臓
た
る
煩
悩
の
曇
背
負
ッ
た
其
面
に
映
る
諸
法
相
、
一
っ
た
り
と
も
真
 
 

（
亜
）
 
 

〔
4
5
）
 
 

実
と
せ
ら
れ
う
や
我
肉
は
朽
る
と
も
我
魂
を
死
な
じ
と
定
め
て
限
無
き
大
欲
の
海
に
浮
び
け
ふ
よ
り
無
言
の
修
行
門
に
入
ら
ん
物
 
 

言
へ
ば
唇
寒
し
と
や
我
れ
は
唇
の
寒
き
を
厭
は
ず
、
我
偏
執
の
胴
麻
声
に
法
ほ
け
き
や
う
と
鳴
く
烏
の
そ
の
妙
音
を
溺
等
せ
て
闘
お
 
 

∴
 
 

と
さ
ん
か
の
取
越
苦
労
、
さ
て
′
（
＼
我
な
が
ら
い
し
く
も
工
風
し
い
だ
し
た
り
S
i
】
e
n
c
e
 
S
ェ
e
n
c
e
と
又
候
や
持
前
の
増
長
菩
薩
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（
亜
）
 
 

石
の
地
蔵
の
や
う
に
な
り
て
物
も
い
は
ね
ば
人
も
訪
ね
ず
見
ざ
る
聞
か
ざ
る
誓
願
の
猿
智
恵
夜
は
夜
も
す
が
ら
昼
は
ひ
ね
も
す
に
 
 

方
寸
海
を
や
り
か
へ
し
漕
廻
り
去
年
の
我
を
破
し
て
は
今
年
の
我
一
段
高
く
昨
日
の
我
れ
を
説
消
て
は
今
日
の
我
れ
傲
然
た
り
絶
え
 
 

（
亜
）
 
 

て
他
人
に
語
ら
ぎ
れ
ば
わ
が
大
謬
を
覚
る
べ
き
伝
手
も
無
く
夢
に
だ
に
文
と
せ
ざ
れ
ば
語
と
意
と
の
矛
盾
に
気
の
つ
く
機
無
し
さ
 
 

れ
ば
妄
想
其
は
じ
め
混
沌
と
し
て
海
と
も
山
と
も
天
と
も
地
と
も
何
の
わ
い
だ
め
な
か
り
け
る
無
尽
蔵
の
妄
想
い
つ
と
も
な
く
う
づ
 
 

（
瓢
）
 
 

き
た
ち
沸
か
へ
り
て
や
う
く
に
一
団
の
大
団
子
如
き
形
し
た
る
妄
想
の
塊
と
は
な
れ
り
け
る
、
此
の
妄
想
の
塊
を
何
と
名
づ
け
て
 
 

H
 
 

呼
ぷ
べ
き
か
、
小
羊
子
の
理
に
昏
き
何
を
見
て
も
謎
の
や
う
な
る
名
を
つ
け
て
呼
ぶ
癖
あ
り
さ
る
は
道
理
に
疎
き
が
故
に
自
身
が
感
 
 

㌫
聖
 
 

じ
た
侭
を
い
ふ
な
り
雪
を
指
し
て
白
き
も
の
、
花
を
指
し
て
赤
き
も
の
、
そ
れ
よ
り
外
の
名
ハ
知
ら
ず
悉
皆
椎
該
の
振
舞
な
り
さ
 
 

∴
∨
 
 

れ
ば
件
の
塊
を
も
白
日
の
夢
ぢ
や
と
ば
か
り
に
て
名
も
つ
け
ね
ば
割
ッ
て
も
見
せ
ず
見
せ
ぬ
故
に
何
と
や
ら
ゆ
か
し
い
や
う
に
思
 
 

，■
  

は
れ
て
何
が
さ
て
見
る
は
放
楽
遊
ん
で
こ
ま
そ
と
物
好
の
編
輯
係
何
の
た
れ
、
雪
の
解
ゆ
く
き
の
ふ
、
雪
女
の
正
体
で
も
見
届
る
心
 
 

に
な
ッ
て
米
屋
と
漬
物
屋
の
外
人
る
可
ら
ず
と
書
い
て
貼
ッ
た
る
片
折
戸
邪
見
無
法
に
押
あ
け
て
頼
ま
う
と
こ
そ
音
信
れ
け
れ
 
 

（
1
）
 
小
芋
子
が
白
日
夢
・
『
早
稲
田
文
字
』
九
号
 
（
明
治
二
五
年
二
月
一
五
日
）
 
発
表
。
「
第
一
小
芋
子
の
来
し
か
た
」
、
「
第
二
小
芋
子
の
愚
 
 

痴
」
か
ら
な
る
。
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
 
（
英
一
）
、
（
英
二
）
 
と
同
時
掲
載
。
 
 

（
2
）
智
は
毘
慮
の
頂
上
を
踏
む
と
い
ふ
と
も
情
意
し
不
及
な
ら
ん
に
は
諸
理
を
解
し
て
も
諸
実
を
謹
ぜ
ず
行
ひ
は
小
児
の
脚
下
に
う
づ
く
ま
 
 

り
て
業
火
長
く
消
え
ぎ
る
べ
し
・
「
毘
慮
」
は
毘
塵
舎
那
仏
。
遍
照
、
光
明
遍
照
、
大
日
遍
照
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
「
毘
慮
の
頂
上
を
踏
 
 

む
」
は
、
禅
で
は
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
の
よ
う
で
、
「
仏
向
上
の
極
地
に
至
っ
て
も
、
な
お
と
ど
こ
お
ら
な
い
で
ふ
み
越
え
る
 
 

こ
と
に
い
う
」
 
（
『
禅
学
大
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
昭
和
六
〇
）
 
の
だ
と
い
う
。
「
信
若
し
不
及
な
ら
ん
に
は
」
以
下
出
典
未
確
認
。
こ
 
 

の
箇
所
で
は
、
「
智
及
び
て
情
及
ば
ず
」
 
（
信
念
）
 
と
「
諸
実
を
遼
ず
る
」
 
（
実
行
）
 
が
「
情
」
 
の
中
に
な
し
く
ず
し
的
に
引
き
受
け
ら
 
 

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
た
め
生
じ
て
い
る
「
智
」
「
情
」
 
の
二
項
対
立
が
、
以
下
の
論
で
重
要
な
働
き
 
 

を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
鴎
外
は
、
「
早
稲
田
文
字
の
没
理
想
」
 
（
明
治
二
四
・
一
二
）
 
に
お
い
て
、
「
理
を
談
ず
る
を
聞
く
こ
と
だ
に
能
は
ぎ
る
世
の
 
 

昧
者
に
、
成
心
あ
ら
せ
じ
と
願
ひ
て
、
唯
実
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
は
、
お
そ
ら
く
は
難
題
な
ら
む
。
」
と
述
べ
、
 
 

仏
教
的
悟
り
を
批
判
し
、
論
理
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
禅
に
よ
り
つ
つ
「
理
」
を
斥
け
、
「
情
」
を
重
視
す
る
こ
の
書
き
出
し
は
、
 
 
 



坂 井  106  

鴎
外
の
主
張
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
一
種
の
開
き
直
り
に
む
見
え
る
。
 
 

（
3
）
世
に
仏
智
見
を
開
き
て
悟
道
を
得
た
り
と
い
ふ
も
の
ゝ
大
か
た
は
い
づ
れ
か
此
境
の
衆
生
な
ら
ざ
ら
ん
■
「
智
」
方
面
で
悟
っ
た
と
い
 
 

う
人
が
い
た
と
し
て
も
、
「
情
」
 
の
方
面
、
す
な
わ
ち
、
信
念
と
実
行
は
伴
わ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
「
智
」
 
に
対
し
て
懐
疑
 
 

的
な
避
遥
の
文
脈
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は
主
に
実
行
の
伴
わ
な
い
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
智
だ
に
い
と
〈
高
う
し
て
諸
理
を
解
す
る
に
至
り
た
ら
ん
は
或
は
一
学
派
の
祖
師
と
な
り
て
他
の
智
不
及
が
足
ら
ぎ
る
を
補
ひ
間
撞
 
 

に
人
間
を
教
化
す
べ
さ
が
・
避
適
は
、
「
理
」
を
斥
け
る
と
は
い
っ
て
も
、
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
偏
っ
た
論
理
の
み
を
 
 

否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
論
理
的
矛
盾
で
は
な
い
。
 
 

（
■
ヱ
 
曇
れ
る
古
鏡
に
お
の
が
歪
め
る
影
を
映
し
・
「
古
鏡
」
自
体
知
恵
の
喩
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
 
（
『
正
法
眼
蔵
．
靂
「
古
鏡
」
）
 
が
、
こ
こ
で
 
 

は
「
曇
れ
る
古
鏡
」
 
で
歪
ん
だ
心
の
比
喩
と
し
て
と
り
た
い
。
 
 

（
6
）
 
夢
中
に
夢
を
説
く
・
『
正
法
眼
蔵
ゝ
 
「
夢
中
説
夢
」
 
で
は
、
こ
の
世
界
を
夢
と
観
念
し
た
上
で
、
夢
を
説
く
の
意
で
、
肯
定
的
に
用
い
ら
 
 

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
夢
の
中
で
夢
を
説
く
ほ
ど
に
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
の
た
と
え
。
な
お
、
仏
教
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
可
能
な
 
 

世
界
そ
の
も
の
が
夢
で
あ
っ
て
、
非
本
質
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 

（
7
）
 
世
に
か
ゝ
る
徒
の
は
び
こ
る
こ
そ
慨
き
こ
と
の
限
な
れ
と
成
人
の
い
ヘ
リ
け
る
・
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
 
（
〓
」
 
（
明
治
二
五
年
二
・
一
 
 

五
）
 
で
、
遥
遠
は
、
「
師
父
の
説
く
所
を
ま
こ
と
ゝ
し
て
未
だ
一
た
び
も
見
ぎ
る
う
ち
よ
り
他
は
悉
く
蛇
蠍
と
信
じ
て
か
り
そ
め
に
も
 
 

こ
れ
を
顧
み
ざ
る
な
り
諸
学
派
の
末
流
は
概
ね
是
な
り
（
中
略
）
 
そ
の
師
の
説
に
惑
溺
し
て
い
よ
1
濁
流
に
お
も
む
か
ん
人
の
身
の
行
 
 

く
末
の
い
と
慨
短
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
偏
っ
た
自
分
の
意
見
を
盲
信
し
て
、
当
て
に
な
ら
な
い
批
評
を
す
る
連
中
が
は
び
こ
っ
て
 
 

い
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
は
冶
遥
自
身
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
直
後
「
其
言
葉
い
ま
だ
耳
の
は
た
に
残
れ
る
に
」
 
と
続
 
 

き
、
「
小
羊
子
」
が
当
て
に
な
ら
な
い
批
評
を
始
め
ま
し
た
、
と
い
う
二
と
だ
か
ら
、
二
重
の
意
味
で
の
自
嘲
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
8
）
 
手
細
エ
の
管
日
銭
に
果
知
ら
ぬ
‡
空
を
窺
き
見
て
・
「
管
を
以
て
天
を
窺
う
」
を
踏
ま
え
た
表
現
。
「
手
細
工
の
管
眼
鏡
」
は
、
完
備
し
 
 

た
理
論
的
基
盤
を
持
た
ず
、
独
自
の
思
索
に
よ
っ
て
た
ど
り
看
い
た
自
己
の
思
想
を
手
作
り
の
望
遠
鏡
に
例
え
た
卑
下
だ
が
、
期
せ
ず
 
 

し
て
、
借
り
物
の
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
よ
っ
て
論
を
進
め
た
鴎
外
へ
の
皮
肉
に
も
な
っ
て
い
よ
う
。
 
 

（
9
）
 
被
れ
が
性
の
優
柔
と
意
地
無
げ
に
て
何
事
に
ま
れ
人
に
逆
ふ
こ
と
を
服
へ
る
が
柔
毛
と
い
ふ
猷
に
似
た
れ
ば
な
る
べ
し
・
柔
毛
は
羊
の
 
 

異
名
。
遥
遠
は
、
当
時
の
文
壇
に
横
行
し
た
感
情
的
な
毀
誉
褒
腔
に
過
ぎ
ぬ
よ
う
な
批
評
を
厳
し
く
い
ま
し
め
た
が
、
そ
の
よ
う
な
毀
 
 

誉
褒
旺
を
嫌
っ
た
自
己
の
態
度
を
卑
下
し
て
い
っ
た
も
の
。
 
 

（
1
0
）
破
れ
が
支
幹
の
未
な
る
に
∴
道
遥
は
、
安
政
六
年
、
す
な
わ
ち
一
八
五
九
年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
猪
年
生
ま
れ
の
筈
。
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（
1
1
）
 
沈
潜
反
復
し
て
心
通
黙
識
の
緒
を
求
む
る
・
心
を
落
ち
着
け
、
何
度
も
読
ん
で
、
い
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
悟
る
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
、
 
 

読
書
百
遍
で
あ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
汗
牛
充
棟
と
数
多
き
泰
西
古
今
の
哲
学
の
大
宝
蔵
の
譲
に
も
手
は
触
れ
ず
・
「
汗
牛
充
棟
」
は
柳
宗
元
「
唐
故
給
事
中
隆
文
通
墓
表
」
 
 

の
「
其
為
書
、
処
別
売
棟
宇
、
出
別
汗
牛
馬
」
 
に
よ
る
。
家
の
棟
木
ま
で
届
き
、
そ
れ
を
引
き
出
す
の
に
牛
馬
が
汗
を
か
く
ほ
ど
の
た
 
 

く
さ
ん
の
書
物
を
い
う
。
 
 

こ
の
二
郎
は
、
鴎
外
が
 
「
早
稲
田
文
学
の
投
理
想
」
 
へ
明
治
二
四
二
二
）
 
で
、
「
烏
有
先
生
」
 
の
□
を
借
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
の
 
 

思
想
家
の
名
を
上
げ
て
で
大
論
陣
を
張
っ
た
の
を
受
け
て
の
卑
下
で
あ
り
、
と
同
時
に
ひ
そ
や
か
な
皮
肉
に
む
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
3
）
 
日
々
の
間
居
に
為
す
こ
と
も
な
く
流
石
に
不
善
を
作
ら
ぎ
れ
ど
・
「
小
人
閑
居
し
て
不
善
を
為
す
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
。
 
 

（
1
4
）
 
春
の
花
の
錦
繍
夕
の
風
に
程
複
と
な
り
て
軟
泥
に
委
し
冬
の
雪
の
白
光
浄
土
朝
の
日
影
に
溶
初
め
て
ま
た
ゝ
き
の
中
に
消
え
ゆ
く
・
ど
 
 

ち
ら
も
美
し
い
も
の
の
拶
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
。
現
実
は
夢
幻
の
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
。
 
 

（
1
 
早
附
木
・
マ
ッ
チ
が
我
国
で
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
九
年
だ
と
い
う
。
（
【
由
文
字
明
治
・
大
正
・
昭
和
風
俗
文
化
史
』
学
燈
社
、
 
 

平
成
五
・
五
）
 
こ
こ
で
避
遥
が
引
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
 
 

（
1
8
）
 
途
轍
方
も
無
き
捕
摩
想
像
・
南
接
的
に
は
、
次
の
「
周
よ
り
皆
R
見
え
ぎ
れ
ば
一
を
導
く
。
蠣
娼
は
目
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
 
 

が
、
間
接
的
に
は
、
後
の
 
「
象
の
通
り
し
足
跡
の
尺
取
り
て
見
事
象
を
知
ッ
た
か
ぶ
り
」
 
に
続
く
か
。
盲
が
象
の
あ
ち
こ
ち
に
触
り
、
 
 

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
た
と
え
話
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
1
9
）
 
い
つ
の
間
に
や
ら
羽
を
生
し
て
富
士
の
人
穴
に
棲
む
ら
ん
や
う
の
大
頃
垣
と
化
け
お
は
せ
・
「
富
士
の
人
穴
」
 
に
つ
い
て
は
、
中
世
・
 
 

近
世
に
お
い
て
は
、
か
な
り
知
ら
れ
た
伝
説
が
あ
る
。
鎌
倉
一
．
代
将
軍
頼
家
に
命
ぜ
ら
れ
た
仁
田
四
郎
が
、
富
士
の
人
穴
に
入
り
、
美
 
 

形
の
女
房
、
毒
蛇
、
華
子
と
変
ず
る
富
士
山
神
浅
間
大
菩
薩
の
案
内
に
よ
っ
て
、
地
獄
を
見
物
し
て
帰
る
と
い
う
も
の
で
、
富
士
講
の
 
 
 

雪
は
冷
し
白
妙
の
妙
な
る
理
六
花
と
乱
れ
て
そ
が
鼻
の
先
に
ち
ら
つ
け
ど
あ
、
冷
い
と
自
知
す
る
ば
か
り
・
前
の
 
「
冬
の
雪
の
白
光
浄
 
 

土
朝
の
日
影
に
潜
初
め
て
ま
た
ゝ
き
の
巾
に
消
え
ゆ
く
を
∵
十
年
来
日
の
前
に
う
ッ
か
り
ぽ
ん
と
見
送
り
て
一
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
 
 

悟
り
の
た
め
の
環
境
は
整
っ
て
い
る
の
に
、
ち
っ
と
も
悟
ら
な
い
、
と
い
う
卑
†
。
「
六
花
」
は
結
晶
が
六
角
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 
 

雪
の
異
称
。
 
 

唖
子
が
黄
葉
を
ね
ぷ
れ
る
如
く
他
人
に
そ
の
理
を
語
る
口
無
し
・
「
唖
千
首
喫
瓜
」
 
（
唖
が
苦
い
瓜
を
食
べ
て
、
そ
の
苦
さ
を
人
に
伝
え
 
 

よ
う
と
し
て
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
。
体
諾
し
た
境
地
は
吉
葉
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
。
『
禅
学
大
辞
典
』
 
 

参
照
。
）
 
を
踏
ま
え
る
か
。
「
黄
欒
」
 
は
き
は
だ
。
ミ
カ
ン
科
の
落
葉
高
木
。
樹
皮
は
健
胃
生
薬
で
苦
い
。
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（
別
）
人
の
道
も
斯
道
も
そ
の
根
底
の
玄
妙
旨
訣
は
色
に
も
越
え
た
り
・
「
人
の
造
」
は
、
l
般
的
に
人
間
の
生
き
る
道
、
「
斯
道
」
は
、
こ
れ
 
 

に
対
し
て
文
学
の
遺
を
い
っ
た
も
の
。
「
旨
訣
」
 
は
、
す
ば
ら
し
い
奥
義
。
「
根
底
」
を
「
ど
ん
ぞ
こ
」
と
読
ま
せ
て
い
る
の
は
、
戯
作
 
 

者
流
の
お
ど
け
。
1
色
」
は
現
象
。
人
生
の
道
も
文
学
の
道
も
、
そ
の
奥
義
は
目
に
見
え
る
現
象
を
越
え
て
い
る
の
意
。
 
 

（
2
5
）
声
に
も
越
え
た
る
其
前
一
句
・
「
色
に
も
越
え
た
り
」
を
受
け
て
「
声
に
も
越
え
た
る
」
と
い
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
言
葉
で
言
 
 

い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
薫
味
。
「
其
前
一
句
」
は
暗
に
「
没
理
想
」
を
指
す
。
1
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
（
明
治
二
五
・
一
）
 
 

に
「
造
化
は
（
今
人
の
智
の
及
ぶ
限
り
に
て
い
へ
ば
）
無
辺
ま
た
無
底
な
り
。
此
の
無
底
無
辺
の
も
の
、
此
を
名
づ
け
て
何
と
呼
ば
ん
。
 
 

（
中
略
）
 
仮
に
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
。
」
 
と
あ
る
。
 
 

（
2
6
）
聖
も
不
伝
の
甚
深
無
量
元
華
微
笑
の
玄
又
玄
・
「
姑
華
微
笑
」
は
、
釈
迦
が
無
言
で
花
を
ひ
ね
っ
た
の
を
見
て
、
他
の
弟
子
は
理
解
で
 
 

き
な
か
っ
た
が
、
摩
詞
迦
葉
だ
け
が
微
笑
ん
だ
。
そ
れ
を
見
た
釈
迦
が
仏
法
の
す
べ
て
を
迦
葉
に
授
け
た
と
語
っ
た
と
の
故
事
を
指
す
 
 

が
、
肯
定
的
な
引
き
方
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
（
た
と
え
ば
、
日
蓮
は
、
『
蓮
盛
砂
』
 
に
お
い
て
、
拙
筆
微
笑
を
引
き
、
以
心
伝
心
に
よ
る
 
 

悟
り
を
重
視
す
る
禅
宗
を
批
判
し
て
い
る
。
）
言
い
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
 
「
没
理
想
」
を
自
嘲
的
に
言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
 
 

（
2
7
）
昼
夜
お
ち
ず
見
る
夢
の
其
夢
の
間
に
も
か
い
く
れ
見
ざ
れ
ば
・
前
に
文
檀
の
独
断
的
な
批
評
家
た
ち
を
「
夢
中
説
夢
」
と
し
て
批
判
し
 
 

て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
自
己
を
批
判
し
た
対
象
と
同
列
に
お
と
し
め
る
効
果
を
持
つ
。
 
 
 

隆
盛
と
と
も
に
全
国
に
広
ま
っ
た
。
（
小
山
一
成
『
富
士
の
人
穴
草
子
 
研
究
と
資
料
ゝ
昭
和
五
八
、
文
化
書
房
博
文
社
）
 
富
士
の
人
 
 

穴
に
蠣
煽
が
棲
む
と
い
う
伝
承
は
、
早
く
は
「
「
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
が
、
明
治
に
お
い
て
よ
く
読
ま
れ
た
文
献
で
は
、
井
沢
播
竜
の
『
広
 
 

益
俗
説
弁
ゝ
 
に
そ
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
白
石
良
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
 
（
『
広
益
俗
説
弁
h
コ
平
凡
社
、
一
九
八
九
の
 
 

解
説
）
、
森
鴎
外
も
、
『
広
益
俗
説
弁
』
 
の
愛
読
者
で
あ
り
、
明
治
三
二
年
九
月
二
八
日
、
熊
本
の
宗
岳
寺
に
あ
る
蛭
龍
の
墓
を
た
ず
ね
 
 

て
い
る
。
「
富
士
の
人
穴
一
を
引
く
時
、
遭
遇
の
脳
裡
に
も
こ
う
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
0
）
 
固
よ
り
皆
目
見
え
ぎ
れ
ば
・
先
の
「
指
摩
想
像
」
よ
り
続
き
、
蠣
幅
だ
か
ら
臼
が
見
え
な
い
と
い
う
表
面
上
の
意
味
の
裏
に
、
何
が
真
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理
で
あ
る
か
を
知
る
眼
力
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
卑
下
の
意
味
を
含
め
る
。
 
 

頓
の
響
に
応
ず
る
癌
を
額
に
撫
で
、
こ
れ
を
頓
悟
と
我
ぽ
め
の
苦
笑
ひ
・
ぷ
つ
か
っ
た
「
煩
」
 
の
育
と
「
頓
悟
」
を
か
け
る
。
 
 

漸
々
漸
機
の
妙
智
力
・
「
漸
々
」
と
「
禅
」
を
か
け
る
。
 
 

我
と
わ
が
心
あ
や
し
き
楽
点
三
昧
・
「
楽
点
」
．
は
「
合
点
」
の
憲
だ
ろ
う
が
、
「
楽
」
の
字
を
当
て
た
の
は
、
「
我
と
わ
が
心
あ
や
し
き
」
 
 

か
ら
、
次
の
「
次
第
に
我
ぽ
め
増
長
な
し
」
 
に
続
く
文
脈
で
、
頓
悟
を
し
た
と
増
長
し
た
小
芋
子
が
は
し
ゃ
い
で
喜
ん
だ
、
と
い
う
自
 
 

嘲
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
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（
2
8
）
 
我
も
お
ぼ
ろ
の
小
理
屈
・
遭
遥
の
別
号
「
春
の
や
お
ぼ
ろ
」
 
に
か
け
て
、
は
っ
き
り
し
な
い
小
理
屈
と
卑
下
し
た
も
の
。
 
 

（
2
9
）
碁
将
棋
う
ち
ま
ぜ
た
る
入
法
外
の
さ
し
で
ロ
・
進
通
は
、
た
と
え
ば
、
『
小
説
神
髄
．
b
 
に
お
い
て
「
小
説
を
綴
る
に
当
り
て
、
よ
く
人
 
 

情
の
奥
を
穿
ち
、
世
態
の
真
を
得
ま
く
ほ
り
せ
ば
、
宜
し
く
他
人
の
象
棋
を
観
て
、
某
局
面
の
成
行
を
ば
人
に
語
る
が
如
く
に
な
す
ぺ
 
 

し
。
」
な
ど
と
、
将
棋
を
た
と
え
に
し
て
小
説
を
論
じ
て
い
る
。
 
 

（
3
0
）
 
囲
碁
詞
の
粘
、
塗
、
抑
、
約
・
『
古
事
頼
宛
．
コ
遊
戯
部
二
、
囲
碁
の
項
に
「
囲
碁
四
角
砂
］
 
に
「
囲
碁
に
三
十
三
法
あ
り
」
と
し
て
、
 
 

そ
の
中
に
「
粘
（
つ
ぐ
）
」
「
約
」
 
（
お
さ
ゆ
る
）
」
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
右
の
ほ
か
に
つ
か
ふ
詞
字
」
と
し
て
、
二
十
六
 
 

の
単
語
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
中
に
 
「
塗
 
（
ぬ
る
）
」
、
「
抑
 
（
お
さ
ゆ
る
）
」
 
と
あ
る
。
 
 

（
3
1
）
 
理
屈
で
こ
ね
て
は
新
粉
で
も
う
ま
い
格
好
は
出
来
ぬ
例
・
自
己
の
思
想
を
団
子
に
た
と
え
た
も
の
。
後
の
、
「
一
団
の
大
団
子
如
き
形
 
 

。
 
 

（
3
5
）
 
大
義
・
大
儀
に
同
じ
。
 
 

（
3
6
）
腹
の
北
山
嵐
ぞ
つ
と
身
に
染
み
て
心
づ
く
・
「
隈
の
作
用
大
義
に
な
り
て
」
 
（
講
釈
が
過
ぎ
て
、
疲
れ
た
。
）
 
か
ら
、
■
腹
が
来
た
」
 
（
腹
 
 

が
す
い
た
）
 
を
引
き
出
し
、
「
北
山
威
」
を
か
け
た
。
「
北
山
蔵
」
が
身
に
染
み
て
、
は
じ
め
て
空
腹
に
気
が
つ
く
ほ
ど
に
他
人
の
釣
り
 
 

に
見
と
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
 
「
馬
鹿
の
骨
頂
」
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
訂
）
自
家
が
鼻
の
端
の
蝿
か
ら
先
づ
違
う
て
か
ゝ
ら
ね
ば
謎
も
い
へ
た
仕
儀
で
は
無
か
り
き
・
「
小
芋
子
」
の
鼻
先
に
た
か
っ
た
蝿
は
、
前
 
 

後
の
文
脈
か
ら
は
、
文
壇
一
般
の
批
判
と
受
け
取
れ
牒
が
、
鴎
外
に
対
す
る
皮
肉
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
 
 

（
軍
 
法
を
説
け
ど
も
人
の
聞
か
ぬ
は
無
礼
な
奴
と
僻
め
ば
こ
そ
と
さ
う
恩
ふ
が
此
方
の
大
な
る
僻
見
な
り
活
き
た
る
模
範
を
見
せ
ぬ
説
法
盲
 
 
 

し
た
る
妄
想
の
塊
と
は
な
れ
り
け
る
」
 
に
続
く
 
 

当
り
も
つ
け
ず
組
も
つ
け
ぬ
と
ん
だ
気
ま
ぐ
れ
の
太
公
望
が
道
楽
一
方
の
釣
り
を
見
て
・
見
当
も
つ
け
ず
の
意
で
あ
る
「
当
り
も
つ
け
 
 

ず
」
か
ら
、
釣
り
で
い
う
「
ア
タ
リ
（
魚
が
餌
に
食
い
つ
く
こ
と
）
」
を
引
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
太
公
望
が
澗
水
で
釣
針
も
つ
け
ず
に
 
 

釣
り
糸
を
垂
れ
て
い
た
と
い
う
故
事
を
導
く
。
 
 
 

こ
れ
を
批
評
家
と
し
て
の
逝
遥
の
文
脈
に
も
ど
す
と
、
遺
業
と
し
て
文
学
を
や
っ
て
い
る
も
の
に
、
い
ら
ぬ
差
し
出
口
を
し
て
い
た
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

釣
竿
の
し
な
ひ
塩
梅
潮
時
の
講
釈
・
「
潮
時
」
は
、
釣
り
に
適
し
た
潮
時
の
意
だ
が
、
「
し
な
ひ
塩
梅
」
 
の
「
塩
」
 
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
 
 

言
葉
で
も
あ
る
。
 
 

自
身
の
牒
は
つ
ぶ
し
・
直
接
に
は
、
鴎
外
以
外
の
批
評
家
に
対
し
て
批
判
を
す
る
こ
と
の
た
め
に
「
陳
を
つ
ぶ
し
」
た
と
い
う
こ
と
だ
 
 

が
、
暗
に
、
鴎
外
と
の
応
酬
に
つ
い
て
も
ほ
の
め
か
す
か
。
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来
効
の
あ
ッ
た
こ
と
無
し
・
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
 
（
其
↓
）
」
 
で
遣
遥
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
明
治
文
壇
に
は
び
こ
る
小
理
 
 

想
家
は
、
「
他
の
言
ふ
所
は
仏
、
菩
薩
の
説
法
と
錐
も
こ
れ
を
外
道
の
声
と
な
し
悪
魔
の
姿
と
な
し
」
初
め
か
ら
聞
こ
う
と
し
な
い
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
単
に
、
議
論
を
し
て
も
無
駄
な
の
で
あ
っ
て
、
議
論
を
す
る
下
地
と
し
て
、
「
真
美
の
説
法
を
聞
か
ん
と
す
る
初
発
心
 
 

（
傾
向
）
」
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
衆
美
を
一
同
に
集
め
」
、
「
美
と
い
ふ
も
の
ゝ
世
界
に
遍
き
こ
と
を
覚
ら
」
 
 

せ
、
自
分
た
ち
の
意
見
だ
け
が
正
し
い
の
で
は
な
い
と
心
づ
か
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
明
治
文
壇
の
「
一
大
 
 

博
物
館
一
を
作
ろ
う
と
、
公
平
な
「
記
実
」
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
の
道
道
の
意
図
も
同
じ
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
正
し
い
 
 

こ
と
を
言
っ
て
も
聞
か
な
い
の
は
無
礼
だ
と
思
う
の
は
間
違
い
で
、
実
際
の
見
本
を
見
せ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
こ
と
も
受
け
入
れ
て
も
 
 

ら
え
な
い
、
と
い
う
も
の
で
、
だ
か
ら
、
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の
環
境
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
文
脈
で
続
く
。
 
 

（
3
9
）
道
徳
の
根
源
も
美
術
の
元
も
皆
情
な
り
‥
」
こ
で
冒
頭
の
智
と
情
の
二
項
対
立
が
生
き
て
く
る
。
道
徳
で
も
美
術
で
も
、
智
よ
り
も
情
 
 

こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
情
に
訴
え
る
の
に
は
「
活
き
た
る
模
範
」
が
必
要
で
あ
る
と
の
論
理
で
あ
る
ひ
だ
が
、
冒
頭
の
「
智
 
 

は
康
慮
の
頂
上
を
踏
む
と
も
一
以
下
の
引
用
は
、
あ
く
ま
で
修
行
者
主
体
の
信
念
の
問
題
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

こ
こ
で
は
同
じ
情
の
範
疇
の
も
と
で
、
説
法
の
受
け
手
の
心
持
ち
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

こ
の
あ
た
り
、
自
身
嘩
屈
を
越
え
た
悟
り
に
よ
っ
て
真
理
を
会
得
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
美
術
は
真
理
の
感
情
に
よ
る
直
接
の
感
 
 

得
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
小
説
は
模
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
主
体
の
認
識
の
方
法
を
受
容
者
の
認
識
の
方
法
へ
と
応
用
 
 

し
ょ
う
と
し
た
二
葉
亭
四
迷
の
主
張
を
彷
彿
さ
せ
る
。
（
拙
稿
「
二
葉
亭
四
迷
『
真
理
』
 
の
変
容
－
仏
教
へ
の
傾
倒
 
 
」
 
『
新
潟
大
 
 

学
国
語
薗
文
字
会
誌
』
 
三
二
、
平
成
元
年
二
二
、
参
照
）
 
 

（
4
0
）
 
千
日
課
議
の
妙
法
蓮
華
・
千
日
間
法
華
経
を
唱
え
る
法
会
で
あ
る
千
口
講
を
指
す
。
 
 

（
4
1
）
花
さ
き
ば
か
り
身
は
入
ら
ず
・
「
花
さ
き
」
は
「
花
咲
き
」
と
「
鼻
先
】
、
つ
ま
り
、
最
初
の
少
し
だ
け
の
意
と
を
か
け
る
。
「
身
は
入
 
 

ら
ず
」
も
、
熱
が
入
ら
な
い
の
意
ヒ
、
「
花
」
 
か
ら
の
縁
語
で
「
実
は
い
ら
ず
」
を
導
き
、
成
果
が
上
が
ら
な
い
の
意
図
を
か
け
る
。
 
 

（
4
2
）
詩
文
せ
界
の
名
聞
餓
鬼
は
ま
す
〈
お
の
れ
が
誠
を
没
し
て
徒
に
彫
島
の
奴
と
な
り
ぬ
べ
し
・
「
彫
轟
」
は
、
「
彫
轟
蒙
刻
」
。
漢
の
揚
 
 

雄
が
若
い
頃
美
麗
な
昧
を
作
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
、
小
さ
な
虫
の
彫
刻
を
作
る
子
供
の
遊
び
と
同
じ
こ
と
だ
と
し
て
、
賦
を
捨
て
た
 
 

と
い
う
故
事
に
基
づ
き
、
文
字
で
些
末
な
技
巧
に
走
る
こ
と
。
ま
た
、
些
末
な
学
問
を
卑
し
め
て
い
う
。
こ
こ
で
は
、
偏
っ
た
見
方
し
 
 

か
で
き
な
い
批
評
家
が
、
些
末
な
問
題
に
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 
 

（
4
3
）
猿
埋
与
次
郎
・
「
与
次
郎
」
は
非
人
頭
の
名
称
か
ら
転
じ
て
、
乞
食
↓
般
。
「
猿
廻
与
次
郎
」
は
、
猿
廻
し
を
し
て
物
乞
い
を
す
る
も
の
。
 
 

（
亜
）
 
望
無
き
戯
作
者
に
古
代
作
者
の
手
柄
話
は
お
の
が
先
祖
の
鍬
形
兜
、
土
用
干
の
日
に
着
か
ざ
ツ
て
我
身
の
光
と
誇
る
に
似
て
誰
か
は
こ
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は
鴬
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
 
「
法
華
経
」
 
を
指
す
。
こ
の
箇
所
は
直
前
の
 
「
物
言
へ
ば
唇
寒
し
と
や
我
れ
は
唇
の
寒
き
を
厭
は
ず
」
を
受
け
 
 

て
い
て
、
余
計
な
災
い
を
恐
れ
る
が
た
め
に
黙
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
勝
手
な
主
張
を
し
た
こ
と
で
、
真
理
を
見
誤
ら
せ
る
 
 

こ
と
を
心
配
し
て
理
屈
を
こ
ね
な
い
の
だ
、
と
い
う
意
味
。
 
 

（
亜
）
 
増
長
菩
薩
石
の
地
蔵
の
や
う
に
な
り
て
・
増
長
し
て
菩
薩
に
な
っ
た
気
で
、
石
の
地
蔵
の
よ
う
に
な
っ
て
、
な
に
も
い
わ
な
い
で
、
の
 
 

意
。
 
 

（
亜
）
 
絶
え
て
他
人
に
語
ら
ぎ
れ
ば
わ
が
大
謬
を
覚
る
ペ
き
伝
手
も
無
く
夢
に
だ
に
文
と
せ
ざ
れ
ば
語
と
意
と
の
矛
盾
に
気
の
つ
く
機
無
し
・
 
 

遣
遥
は
、
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
 
（
明
治
二
五
・
一
）
 
に
お
い
て
、
「
没
理
想
」
と
い
う
述
語
が
、
「
造
化
」
 
に
対
し
て
用
い
る
時
と
 
 

「
詩
文
」
に
対
し
て
用
い
る
時
と
で
意
味
が
や
や
遠
い
が
あ
る
の
に
、
こ
う
し
た
違
い
を
無
視
し
て
論
を
立
て
て
し
ま
っ
た
と
反
省
し
、
 
 

弁
解
し
て
い
る
。
 
 

（
訓
）
無
尽
蔵
の
妄
想
い
つ
と
も
な
く
う
づ
き
た
ち
沸
か
へ
り
て
や
う
く
に
〓
址
の
大
団
子
如
き
形
し
た
る
妄
想
の
塊
と
は
な
れ
り
け
る
・
 
 
 

れ
を
数
え
と
聴
か
ん
・
遣
遥
が
 
『
小
説
神
髄
上
 
で
説
く
よ
う
な
近
代
小
説
を
目
指
そ
う
と
も
し
な
い
戯
作
者
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
よ
 
 
 

0
 
 

う
な
作
者
を
賞
揚
し
て
見
せ
て
も
、
自
慢
と
ば
か
り
思
う
だ
け
で
、
親
切
な
教
え
と
聞
く
も
の
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
避
退
は
英
文
 
1
 
 

学
者
と
し
て
、
戯
作
者
に
対
し
、
自
分
の
身
を
西
洋
の
側
に
置
い
て
い
る
。
「
我
身
の
光
と
誇
る
に
似
て
」
は
、
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら
 
 

わ
す
表
現
だ
ろ
う
。
戯
作
者
的
で
あ
り
つ
つ
、
戯
作
者
と
は
一
線
を
画
す
、
当
時
の
遺
遥
の
文
壇
中
で
の
立
場
が
覗
え
よ
う
。
 
 

（
亜
）
 
栽
に
も
お
ぼ
ろ
月
の
此
膳
腕
た
る
煩
悩
の
曇
背
負
ッ
た
其
面
に
映
る
諸
法
相
、
一
っ
た
り
と
も
其
実
と
せ
ら
れ
う
や
・
「
お
ぼ
ろ
月
の
 
 

此
牒
腹
た
る
」
 
は
、
避
退
の
別
号
「
春
の
や
お
ぼ
ろ
」
を
踏
ま
え
る
。
自
分
自
身
の
主
観
も
偏
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
考
え
を
真
 
 

実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
撃
一
＝
□
の
修
行
門
に
入
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
亜
）
我
肉
は
朽
る
と
も
我
魂
を
死
な
じ
と
定
め
て
限
無
き
大
欲
の
海
に
浮
び
け
ふ
よ
り
無
言
の
修
行
門
に
入
ら
ん
・
遥
遠
は
、
「
文
学
の
修
 
 
 

、
 
 

、
 

行
に
関
し
て
は
無
限
の
慾
を
持
し
、
無
限
の
旅
途
に
上
ら
ん
と
思
へ
り
。
我
が
魂
ひ
は
無
限
を
捗
り
て
百
た
び
も
休
息
せ
ん
と
思
ひ
 
 

又
百
た
び
も
運
動
せ
ん
と
思
へ
り
。
現
身
の
、
旅
中
で
死
な
ん
こ
と
は
、
も
と
よ
り
の
覚
悟
な
り
。
無
限
の
旅
に
上
る
老
は
、
此
の
肉
 
 

体
に
あ
ら
ず
し
て
此
の
魂
ひ
な
り
。
」
 
（
「
「
「
時
文
評
論
』
村
の
縁
起
」
、
明
治
二
五
二
二
）
 
と
述
べ
て
い
る
。
現
世
で
真
理
を
つ
か
む
こ
 
 

と
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
真
理
追
求
の
た
め
の
努
力
は
ゆ
る
め
な
い
。
い
つ
か
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
口
が
来
る
こ
 
 

と
を
楽
し
み
に
、
そ
の
た
め
の
帰
納
の
材
料
を
集
め
る
こ
と
に
専
念
し
、
余
計
な
議
論
は
し
な
い
こ
と
に
し
よ
う
、
と
い
う
考
え
で
あ
 
 

る
。
こ
こ
に
も
二
葉
亭
と
の
疑
似
が
見
ら
れ
る
。
（
罰
）
 
の
拙
稿
参
照
。
 
 

我
偏
執
の
胴
麻
声
に
法
ほ
け
き
や
う
と
鳴
く
烏
の
そ
の
妙
音
を
溺
等
せ
て
聞
お
と
さ
ん
か
の
取
越
苦
労
・
「
法
は
け
き
や
う
と
鳴
く
烏
」
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第
二
 
小
羊
子
の
愚
痴
 
 

来
て
見
れ
ば
富
士
の
高
峯
も
高
か
ら
ず
ま
し
て
や
裾
野
の
山
々
を
究
知
ら
ぬ
雲
井
の
遠
き
に
比
ぶ
れ
ば
賎
が
屋
の
障
子
の
桟
に
積
る
 
 

（
1
）
 
 

ち
り
ひ
じ
に
も
劣
る
ぺ
し
 
「
白
目
の
夢
』
 
と
名
つ
け
た
る
小
芋
子
が
妄
想
の
塊
正
体
を
見
れ
ば
六
才
の
頑
童
が
こ
せ
へ
た
る
雪
の
 
 

〔
コ
）
 
 

（
り
こ
 
 

達
磨
の
生
が
た
ま
り
な
る
よ
り
も
小
さ
か
り
き
電
気
の
発
る
ま
で
掌
摺
り
て
懇
望
し
て
見
せ
て
貰
ふ
た
は
こ
れ
か
と
ば
か
り
編
輯
 
 

員
笑
止
が
り
尚
念
の
た
め
手
に
取
り
て
見
ん
と
す
れ
ど
か
げ
ら
ふ
の
や
う
に
て
手
に
取
ら
れ
ず
兼
て
用
意
の
顕
微
鏡
風
呂
敷
解
い
て
 
 

取
い
だ
し
程
を
は
か
り
て
見
ん
と
す
れ
ど
固
よ
り
幻
の
た
ぐ
ひ
な
れ
ば
微
分
子
と
微
分
子
と
の
間
だ
つ
な
が
り
た
る
や
う
に
て
つ
な
 
（
d
）
 
が
 

り
な
く
腰
々
腱
々
と
し
て
縦
か
ら
も
横
か
ら
も
根
か
ら
焼
点
の
据
処
な
し
、
し
ば
し
こ
そ
あ
れ
編
輯
員
も
ほ
う
と
我
を
折
り
精
根
 
 

き
ら
し
こ
れ
は
ま
た
如
何
し
た
も
の
、
成
ら
ば
御
主
人
が
不
可
思
議
の
利
細
に
て
解
剖
あ
ッ
て
後
学
の
た
め
、
一
通
り
内
面
の
組
織
 
 

構
造
拝
見
許
容
あ
り
た
し
斯
や
う
遠
見
仕
ッ
た
る
と
こ
ろ
ま
こ
と
に
古
今
稀
有
の
神
品
何
だ
か
薩
張
合
点
ま
ゐ
ら
ね
ど
か
た
じ
け
な
 
 

「
無
尺
、
蔵
の
妄
想
」
は
、
前
の
「
昼
夜
お
ち
ず
見
る
夢
の
其
夢
の
間
」
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
の
続
き
。
（
2
7
）
参
照
。
「
二
団
の
大
団
子
」
 
 

は
、
「
理
屈
で
こ
ね
て
は
新
粉
で
も
う
ま
い
格
好
は
出
来
ぬ
」
を
受
け
た
も
の
。
（
3
1
）
 
参
照
。
 
 

（
5
1
）
小
羊
子
の
理
に
昏
き
何
を
見
て
も
謎
の
や
う
な
る
名
を
つ
け
て
呼
ぶ
癖
あ
り
∴
道
遥
の
発
案
に
な
る
「
没
理
想
」
と
い
う
術
語
を
さ
す
。
 
 

こ
れ
を
鴎
外
が
 
「
無
理
想
」
と
勘
違
い
し
た
こ
と
に
、
没
理
想
論
争
の
大
き
な
原
因
が
あ
る
が
、
遵
遥
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
投
理
想
」
 
 

と
は
、
「
無
理
想
」
で
は
な
く
、
有
1
大
理
想
」
 
と
も
い
う
ぺ
き
だ
が
、
そ
の
確
信
が
な
い
の
で
、
か
り
に
「
没
理
想
」
 
と
名
づ
け
た
 
 

の
だ
と
い
う
 
（
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
、
明
治
二
五
・
こ
。
な
る
ほ
ど
、
謎
の
よ
う
な
名
で
は
あ
る
。
 
 

（
5
2
）
 
道
理
に
疎
き
が
故
に
自
身
が
感
じ
た
侭
を
い
ふ
な
り
・
遵
遷
の
謙
遜
だ
が
、
烏
有
先
生
の
口
を
借
り
て
大
論
陣
を
張
っ
た
鴎
外
へ
の
皮
 
 

肉
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
道
道
の
哲
学
的
知
識
は
あ
な
ど
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 
 

（
5
3
）
 
件
の
塊
を
も
白
日
の
夢
ぢ
や
と
ば
か
り
に
て
名
も
つ
け
ね
ば
・
「
小
羊
子
が
真
昼
の
夢
」
と
い
う
題
名
の
由
来
。
没
理
想
の
論
を
「
真
 
 

昼
の
夢
」
と
位
置
付
け
、
卑
下
し
っ
つ
、
そ
の
由
来
を
説
き
、
鴎
外
の
論
難
の
不
当
性
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
 
 

（
別
）
 
見
る
は
放
楽
遊
ん
で
こ
ま
孝
‥
「
見
る
は
法
楽
」
 
は
、
見
る
こ
と
は
楽
し
み
だ
の
意
だ
が
、
特
に
女
郎
買
い
に
つ
い
て
い
い
、
見
る
だ
 
 

け
な
ら
た
だ
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
白
口
夢
」
の
正
体
を
を
見
物
す
る
だ
け
な
ら
、
た
だ
で
あ
り
、
楽
し
み
だ
の
意
で
、
 
 

物
見
遊
山
に
例
え
る
。
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（
【
J
）
 
 

さ
ゝ
う
に
て
随
喜
の
落
涙
禁
め
が
た
し
理
由
を
聴
け
ば
と
い
ふ
本
文
も
ご
ざ
れ
ば
一
段
の
有
難
さ
経
験
の
た
め
是
非
に
御
講
釈
切
 
 

望
の
至
極
と
小
芋
子
が
灸
処
す
ッ
か
り
見
透
し
の
う
ら
を
い
へ
ば
そ
れ
と
気
取
ッ
て
か
気
取
ら
ず
か
小
芋
子
そ
ろ
′
＼
と
小
鼻
お
 
 

ご
め
か
し
隠
者
好
み
の
咳
二
つ
半
ば
か
り
し
て
お
解
り
あ
る
ま
じ
き
が
当
然
な
り
こ
れ
は
や
つ
が
れ
が
一
時
安
心
の
方
便
の
か
た
ま
 
 

（
丁
）
 
 り

人
さ
ま
に
解
ら
う
筈
も
な
く
解
ッ
た
と
て
益
に
た
と
う
筈
も
な
し
元
来
や
つ
が
れ
が
口
に
蓋
を
仕
ま
ッ
た
は
お
の
が
思
ふ
所
を
 
 

方
便
と
思
へ
ば
こ
そ
な
れ
こ
れ
が
真
理
と
み
づ
か
ら
信
ぜ
ば
鍼
黙
し
て
居
ら
れ
た
義
理
で
無
し
古
来
何
処
の
国
に
も
惜
道
徹
底
し
た
 
 

や
う
な
こ
と
い
ふ
て
跡
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
と
い
は
ぬ
ば
か
り
に
山
籠
し
て
果
た
人
も
多
い
げ
に
伝
聞
い
た
し
た
が
そ
れ
は
自
侭
 
 

（
且
 
 

T
こ
 
 

の
真
中
山
、
峠
ま
で
通
越
し
て
人
間
の
義
理
の
冊
、
大
井
河
ほ
ど
に
見
残
し
た
薄
情
の
骨
頂
で
は
あ
る
ま
い
か
聞
き
か
ぢ
り
の
名
 
 

を
な
ら
べ
る
も
址
か
し
く
ご
ざ
る
が
釈
迦
耶
蘇
孔
子
マ
ホ
メ
ッ
ト
そ
の
他
ひ
と
り
と
し
て
聖
人
と
い
は
ゝ
人
で
化
益
に
力
を
尽
さ
れ
 
 

（
1
0
）
 
 

な
ん
だ
人
は
無
し
こ
れ
は
さ
も
あ
る
べ
き
筈
案
ず
る
に
身
に
そ
れ
だ
け
の
徳
は
無
く
と
も
み
づ
か
ら
善
し
と
信
じ
た
上
は
手
を
束
 
 

】
仙
乃
 
 

ね
て
あ
る
べ
き
な
ら
ず
白
身
が
力
を
惰
ら
ず
と
も
異
端
雲
霞
と
沸
く
婆
婆
の
修
羅
開
場
へ
切
ッ
て
出
て
衝
い
て
衝
い
て
衝
き
ま
く
り
 
 

叶
は
ね
ば
同
胞
の
馬
前
に
て
討
死
す
る
分
の
こ
と
、
其
の
時
の
自
信
家
の
心
持
ち
は
楠
廷
尉
に
何
劣
る
べ
き
や
七
生
ま
で
生
れ
か
は
 
 

（
1
2
）
 
 

り
て
も
此
の
志
を
貫
く
ぺ
し
と
い
ふ
不
退
転
の
意
気
込
あ
る
べ
き
筈
な
り
平
田
篤
胤
が
神
道
談
義
、
清
浄
教
派
が
偏
屈
も
か
た
よ
り
 
 

〔
u
）
 
 

（
u
）
 
 

た
り
と
い
は
ゞ
い
へ
自
ら
信
ず
る
所
を
行
へ
る
其
撰
の
高
き
こ
と
ハ
天
を
も
摩
す
べ
し
カ
ー
ラ
イ
ル
の
談
命
ミ
ル
ト
ン
が
新
教
的
 
 

卜
 
 

天
地
想
い
づ
れ
も
彼
等
が
理
想
の
談
義
恐
ら
く
は
大
造
化
を
掩
は
ぎ
ら
ん
が
犬
上
天
下
此
理
想
の
外
更
に
一
つ
の
理
想
も
な
し
と
 
 

け
 
 

金
輪
際
よ
り
生
ぬ
き
た
る
や
う
の
自
信
の
獅
子
吼
い
と
尊
し
苛
も
み
づ
か
ら
信
ぜ
ば
げ
に
斯
く
ぞ
あ
る
べ
き
そ
を
行
ふ
に
当
た
り
 
 

て
の
手
段
に
こ
そ
選
び
は
あ
れ
緩
急
疾
徐
間
接
直
接
の
差
別
こ
そ
あ
ら
め
同
胞
化
益
の
大
誓
願
の
大
自
信
に
伴
は
ぎ
る
可
ら
ぎ
る
や
 
 

一
な
り
若
し
此
大
誓
願
些
も
無
う
し
て
大
自
信
を
持
ぐ
さ
れ
に
す
る
輩
あ
ら
ば
そ
も
是
を
何
と
か
い
は
ん
人
間
の
廃
物
と
い
は
ん
も
 
 

重
言
に
あ
ら
ぎ
る
べ
し
さ
れ
ば
や
つ
が
れ
が
自
信
を
い
ふ
こ
と
の
い
と
尊
き
を
知
る
も
の
か
ら
巨
獣
の
尻
尾
掻
撫
て
忽
ち
巨
象
を
知
 
 

（
1
7
）
 
 

れ
り
と
徴
し
之
を
虎
豹
と
比
べ
て
も
見
ず
犀
獅
子
水
牛
海
馬
の
た
ぐ
ひ
其
他
巨
な
る
獣
は
新
古
大
陸
に
数
多
か
る
に
絶
え
て
比
照
 
 

t
い
 
 

の
労
を
も
取
ら
で
我
れ
は
も
は
や
大
象
の
筋
肉
を
割
き
骨
を
折
い
て
甚
深
の
秘
密
を
讃
得
せ
り
と
我
を
あ
ざ
む
き
他
を
あ
ざ
む
き
 
 

て
音
ケ
あ
る
き
他
の
象
論
と
抵
触
し
て
は
じ
め
は
互
ひ
に
理
を
闘
は
し
中
ご
ろ
は
偏
執
を
闘
は
し
末
に
は
瞑
薫
を
闘
は
す
如
是
軽
信
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（
1
9
）
 
 

の
茶
毒
を
も
知
れ
り
元
よ
り
か
1
る
争
ひ
は
学
者
の
上
に
は
い
と
稀
に
て
其
稀
な
る
だ
に
争
の
開
眼
羞
に
及
ぶ
は
更
に
稀
な
り
若
 
 

－
J
 
 

夫
純
理
の
闘
ひ
は
智
恵
啓
発
の
大
機
関
一
日
も
無
か
る
可
ら
ず
わ
が
 
『
白
日
夢
』
 
の
塊
も
そ
が
尽
る
期
無
か
ら
ん
を
望
め
り
こ
は
後
 
 

段
に
て
申
す
ぺ
し
さ
て
自
信
の
い
と
も
尊
く
し
て
救
世
の
良
薬
た
る
べ
き
こ
と
併
に
軽
信
の
極
め
て
毒
あ
る
こ
と
は
い
と
も
／
＼
明
 
 

白
に
し
て
人
間
医
を
侯
た
で
も
し
る
け
れ
ば
こ
そ
古
今
の
物
識
と
い
ふ
物
識
学
者
は
お
ふ
む
ね
懐
疑
家
な
ら
ぬ
は
無
く
後
に
大
自
信
 
 

じ
叫
爪
 
 

の
人
と
な
り
し
学
者
も
多
年
懐
疑
の
境
に
あ
り
て
心
眼
を
森
羅
の
法
界
に
馳
せ
沈
思
瞑
想
の
果
成
り
て
漸
く
理
想
を
作
り
し
な
り
と
 
 

か
案
ず
る
に
宗
教
家
に
は
顕
正
破
邪
の
拳
双
つ
な
が
ら
機
な
れ
ど
大
学
者
に
は
破
邪
の
論
は
は
じ
め
よ
り
職
な
る
も
顕
正
の
説
話
割
 
 

合
に
後
れ
て
あ
ら
は
る
1
は
大
自
信
の
成
立
に
此
れ
彼
れ
先
後
の
あ
れ
ば
な
ら
ん
か
そ
れ
は
学
者
の
上
な
れ
ど
並
々
の
詩
人
文
人
の
 
 

上
に
も
そ
が
持
ち
前
の
異
同
に
よ
り
て
信
の
先
後
遅
速
は
あ
り
夙
に
一
道
の
信
を
得
た
ら
ん
は
鬱
勃
た
る
情
懐
を
事
に
感
じ
物
に
触
 
 

じ
彬
〔
 
 

摩
 
れ
て
詠
出
す
其
中
に
い
た
く
傑
れ
た
ら
ん
は
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ェ
ル
リ
の
塁
を
も
摩
す
べ
し
こ
れ
皆
理
想
の
詩
歌
に
し
て
い
ヒ
広
き
意
 
 

（
お
）
 
 

98   

味
に
て
い
ふ
抒
情
詩
と
い
ふ
は
大
む
ね
此
た
ぐ
ひ
な
る
ら
ん
か
し
そ
が
形
は
古
し
へ
の
エ
ボ
ス
の
形
に
し
た
ら
ん
も
ド
ラ
マ
の
形
し
 
 

（
払
）
 
 

た
ら
ん
も
あ
る
べ
け
れ
ど
所
謂
上
乗
の
ド
ラ
マ
の
形
と
い
ふ
際
は
か
～
る
者
流
の
作
に
は
見
え
ず
さ
て
ま
た
信
を
得
か
ね
た
る
は
八
 
 

（
祁
）
 
 

（
芸
）
 
 

万
煩
悩
の
繁
き
に
撃
た
れ
て
眠
く
る
め
き
大
の
一
月
影
万
水
に
浮
ぶ
な
り
と
口
で
は
い
ヘ
ビ
統
括
め
て
讃
ず
る
智
恵
の
穐
切
れ
て
 
 

（
劫
）
 
 

（
町
）
 
 

無
底
の
井
戸
に
を
ち
こ
ち
の
餓
鬼
悪
太
郎
に
も
実
は
れ
魂
の
無
い
奴
と
後
ろ
に
目
無
き
一
ツ
目
小
僧
が
悪
た
い
幽
霊
の
や
う
に
お
 
 

㌫
空
 
 

手
前
は
腰
が
無
い
と
ぬ
か
ざ
は
ぬ
か
せ
迷
ふ
と
い
ふ
は
悟
の
裏
道
、
煩
悩
即
ち
菩
提
樹
の
此
葉
の
生
ひ
長
ち
て
花
咲
か
ん
日
を
侯
 
 

－
－
 
 

つ
間
の
内
職
に
な
ふ
縄
梯
子
こ
れ
は
其
後
菩
提
樹
が
億
万
由
句
延
び
′
（
1
て
大
天
上
に
届
か
ん
暗
に
ゑ
ち
ら
お
ち
ら
撃
昇
ら
ん
其
 
 

〔
3
1
）
 

（
㍊
）
 
 

用
心
の
方
便
な
り
他
人
に
取
り
て
は
菊
五
郎
が
舞
台
で
用
ふ
る
竹
梯
子
の
短
き
よ
り
も
短
く
し
て
何
の
益
に
も
た
～
ざ
る
ぺ
け
れ
 
 

（
霊
）
 
 

ど
我
等
に
取
り
て
は
一
葦
の
葉
船
の
浅
ま
し
き
ま
で
さ
～
や
か
な
れ
ど
無
辺
の
海
を
渡
ら
ん
料
な
り
夫
れ
物
の
用
は
そ
の
主
の
性
 
 

■
・
 
 

に
応
じ
て
成
る
も
の
な
れ
ば
石
見
銀
山
鼠
取
泥
棒
猫
を
禦
ぐ
に
由
な
く
雀
を
威
す
山
田
の
案
山
子
弓
ひ
き
し
ぼ
り
立
ち
け
ら
し
立
 
 

じ
狩
爪
 
 

ち
け
ら
し
が
小
山
田
太
郎
が
武
者
目
に
は
御
大
将
が
咳
の
一
つ
ば
か
り
の
効
目
も
な
か
り
き
さ
れ
ば
わ
れ
ら
が
方
便
門
も
ほ
ん
の
わ
 
 

▲
 
 

れ
ら
の
犬
く
ゞ
り
羊
が
通
ふ
背
戸
の
小
途
の
む
さ
く
ろ
し
さ
世
の
貴
人
の
目
に
触
れ
ん
や
語
る
と
も
用
な
か
る
べ
し
い
ふ
な
維
摩
 
 

（
洩
）
 
 

（
訂
）
 
 

の
室
な
ら
な
く
に
無
言
三
昧
沸
く
妄
想
の
凝
り
成
せ
る
達
磨
に
似
た
る
夢
の
か
た
ま
り
辛
気
く
さ
～
に
こ
ろ
が
し
て
行
く
と
も
無
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（
男
）
 
 

し
に
往
ぬ
る
臼
の
道
道
松
風
過
と
落
瀧
津
瀬
に
影
映
る
薙
月
を
友
に
塵
の
世
に
行
ひ
澄
す
道
士
が
柴
の
戸
、
突
あ
た
り
て
心
づ
き
 
 

、
⊥
 
 

や
を
ら
見
込
む
竹
様
に
琴
の
音
の
い
と
ゆ
か
し
く
ぞ
き
こ
え
け
る
そ
の
時
や
つ
が
れ
思
ふ
や
う
我
れ
若
し
此
塊
を
ま
ろ
ば
し
て
か
ば
 
 

か
り
の
道
来
ら
ず
ば
此
声
聴
く
べ
き
便
な
か
り
き
さ
る
に
て
も
只
管
に
沈
黙
と
思
ひ
込
み
し
は
我
し
ら
ず
我
ぽ
め
の
病
を
長
ず
べ
き
 
 

‖
 
 

い
と
あ
し
き
緑
な
り
き
斯
く
心
づ
く
上
か
ら
は
烏
有
先
生
が
此
琴
の
音
を
善
智
識
の
引
導
と
い
た
ゞ
き
て
け
ふ
よ
り
い
で
や
口
を
 
 

（
通
）
 
 

開
か
ん
望
と
あ
ら
ば
此
妄
想
の
塊
実
験
に
そ
な
ふ
ペ
し
真
二
つ
に
割
ッ
た
ら
ば
金
太
が
出
る
か
お
た
よ
が
出
る
か
そ
ち
ら
に
ご
ぎ
ツ
 
 

て
御
覧
じ
て
存
分
に
実
は
し
や
れ
と
ぞ
し
や
べ
り
け
る
 
 

（
1
）
 
果
て
見
れ
ば
富
士
の
高
革
も
高
か
ら
ず
ま
し
て
や
裾
野
の
山
々
を
究
知
ら
ぬ
雲
井
の
遠
き
に
比
ぶ
れ
ば
賎
が
屋
の
障
子
の
様
に
積
る
ち
 
 

も
小
さ
か
り
き
・
「
小
芋
子
の
来
し
方
」
 
の
「
見
せ
ぬ
故
に
何
と
や
ら
ゆ
か
し
い
や
う
に
思
は
れ
て
」
を
受
け
る
。
聞
い
て
み
れ
ば
、
 
 

聞
く
前
は
す
ば
ら
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
没
理
想
の
論
も
つ
ま
ら
な
か
っ
た
の
意
。
 
 

（
3
）
 
電
気
の
発
る
ま
で
掌
摺
り
て
・
揉
み
手
を
す
る
様
を
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
も
の
。
静
電
気
を
取
り
込
む
な
ど
、
西
洋
科
学
が
さ
か
ん
に
 
 

移
入
さ
れ
た
当
時
の
時
代
が
感
じ
ら
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
兼
て
用
意
の
顕
微
鏡
風
呂
敷
解
い
て
見
い
だ
し
程
を
は
か
り
て
見
ん
と
す
れ
ど
固
よ
り
幻
の
た
ぐ
ひ
な
れ
ば
微
分
子
と
微
分
子
と
の
間
 
 

だ
つ
な
が
り
た
る
や
う
に
て
つ
な
が
り
な
く
腫
々
腕
々
と
し
て
紐
か
ら
も
横
か
ら
も
破
か
ら
煉
点
の
据
処
な
し
・
「
焼
点
」
 
は
、
焦
点
 
 

の
こ
と
。
太
陽
光
練
を
受
け
た
虫
眼
鏡
の
焦
点
が
合
う
と
、
焼
け
る
こ
と
か
ら
。
こ
こ
の
顕
微
鏡
、
微
分
子
云
々
も
、
（
3
）
と
同
様
、
 
 

科
学
が
移
入
さ
れ
た
世
相
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
没
理
想
」
 
を
そ
の
よ
う
な
科
学
で
分
析
し
ょ
う
と
し
て
も
、
分
析
不
可
 
 
 

り
ひ
じ
に
も
劣
る
ペ
し
・
「
ち
り
ひ
ぢ
」
は
塵
と
泥
。
『
古
今
集
㌔
仮
名
序
」
の
「
た
か
き
山
も
、
ふ
も
と
の
ち
り
ひ
ぢ
よ
り
な
り
て
、
 
 

あ
ま
ぐ
も
た
な
び
く
ま
で
、
お
ひ
の
ぽ
れ
る
ご
と
く
に
」
 
を
踏
ま
え
た
表
現
。
高
い
、
高
い
と
い
う
富
士
山
の
頂
上
で
さ
え
、
実
際
に
 
 

来
て
み
る
と
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
ま
し
て
、
裾
野
の
山
々
は
、
大
空
の
高
さ
に
比
べ
れ
ば
、
そ
ま
つ
な
家
の
障
子
の
桟
に
積
も
る
 
 

塵
や
泥
に
も
劣
る
と
い
う
の
も
の
で
、
実
際
に
見
て
み
る
と
想
像
し
た
は
ど
で
は
な
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
だ
が
、
「
裾
野
の
山
々
」
 
 

が
 
「
没
理
想
」
 
の
暗
喩
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
内
容
を
聞
く
ま
え
ま
で
は
、
知
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
「
没
理
想
」
 
は
さ
ぞ
 
 

す
ば
ら
し
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
 
『
早
稲
田
文
学
』
 
の
「
物
好
き
の
編
輯
係
」
が
知
り
た
い
も
の
だ
と
、
小
芋
子
の
庵
を
訪
ね
た
の
だ
 
 

が
、
実
際
聞
い
て
み
る
と
大
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
卑
下
。
な
お
 
「
賎
が
屋
」
 
は
暗
に
小
羊
子
の
庵
を
さ
す
。
 
 

『
白
日
の
夢
』
と
名
つ
け
た
る
小
芋
子
が
妄
想
の
規
正
体
を
見
れ
ば
六
才
の
頭
重
が
こ
せ
へ
た
る
雪
の
達
磨
の
生
が
た
ま
り
な
る
よ
り
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能
で
あ
る
と
い
う
暗
喩
に
な
っ
て
お
り
、
自
嘲
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
西
洋
の
理
論
を
も
っ
て
大
論
陣
を
張
る
鴎
外
に
対
す
 
 

る
皮
肉
に
も
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
■
エ
か
た
じ
け
な
さ
‥
つ
に
て
樋
喜
の
落
涙
禁
め
が
た
し
理
由
を
聴
け
ば
と
い
ふ
本
文
も
ご
ざ
れ
ば
・
石
橋
思
案
が
 
『
読
売
新
聞
ゝ
 
（
明
治
 
 

二
四
・
一
一
・
一
）
 
で
、
「
春
廼
舎
大
人
が
、
こ
た
び
「
編
輯
主
任
」
 
と
銘
打
ッ
た
る
早
稲
田
文
学
は
、
去
る
二
十
五
日
始
め
て
其
首
 
 

巻
を
此
世
に
出
現
し
た
り
。
ア
ラ
尊
う
と
ー
、
光
輝
架
燦
然
四
方
を
射
る
、
侯
も
亦
随
喜
の
滑
に
む
せ
ぷ
の
一
人
な
り
、
（
中
略
）
 
流
石
 
 

は
専
門
学
校
の
講
義
録
、
表
紙
の
厚
さ
大
し
た
も
の
な
り
」
と
椰
施
し
た
の
を
受
け
る
。
 
 

（
6
）
 
灸
処
・
灸
を
据
え
る
と
、
効
き
目
の
あ
る
と
こ
ろ
。
急
所
。
こ
こ
で
は
小
芋
子
の
自
惚
れ
を
く
す
ぐ
る
ツ
ポ
を
さ
す
。
 
 

（
7
）
 
こ
れ
は
や
つ
が
れ
が
一
時
安
心
の
方
便
の
か
た
ま
り
・
「
没
理
想
」
と
は
大
理
想
を
会
得
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
理
想
を
求
 
 

め
兼
ね
て
の
当
座
の
安
心
の
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
り
遭
遥
に
し
た
が
え
ば
、
「
造
化
の
心
」
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
大
理
想
は
、
 
 

そ
の
存
在
は
想
定
さ
れ
る
が
、
現
在
の
人
知
．
で
は
不
可
知
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
仮
に
「
没
理
想
」
と
名
づ
け
る
。
こ
の
「
没
理
 
 

想
」
は
、
「
万
理
想
の
中
に
就
い
て
、
其
の
差
別
を
棄
て
、
平
等
の
理
を
探
」
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
没
理
想
」
 
に
達
す
る
た
め
に
 
 

は
、
「
一
理
想
を
棄
て
ゝ
投
理
想
を
理
想
と
し
、
一
理
想
を
固
執
す
る
欲
有
限
の
我
を
去
っ
て
、
無
限
の
絶
対
に
透
せ
ん
と
す
る
の
欲
 
 

無
限
の
銭
を
立
て
」
 
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
の
た
め
の
方
便
が
 
「
没
理
想
【
 
で
あ
る
 
（
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
 
二
五
・
一
）
。
乱
 
 

暴
に
要
約
す
る
な
ら
、
有
差
別
の
有
限
界
を
捨
て
、
無
差
別
の
無
限
界
に
達
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
一
種
の
悟
り
で
 
 

あ
る
。
こ
う
し
た
差
別
を
捨
象
し
よ
う
と
す
る
「
悟
り
」
が
、
平
等
・
公
平
を
標
模
し
、
議
論
や
主
体
的
な
評
価
を
放
棄
す
る
単
純
記
 
 

実
と
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
遼
遥
の
論
の
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
は
、
非
本
質
的
な
有
差
別
の
現
象
世
界
へ
の
執
 
 

着
で
あ
る
念
を
滅
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
差
別
で
絶
対
無
限
の
「
真
理
」
と
一
体
化
し
ょ
う
と
し
、
そ
れ
に
行
き
詰
ま
っ
て
、
議
 
 

論
を
廃
し
、
「
天
然
の
理
法
」
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
二
葉
亭
の
思
想
と
の
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
拙
稿
「
二
葉
亭
四
迷
『
真
 
 

理
』
 
の
変
容
－
仏
教
へ
の
傾
倒
 
 
」
前
掲
、
参
照
）
 
 

な
お
、
「
方
便
」
と
の
い
い
万
に
は
、
個
人
的
で
、
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
鴎
外
の
批
 
 

判
を
か
わ
そ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
直
後
の
 
「
人
さ
ま
に
解
ら
う
筈
も
な
く
解
ッ
た
と
て
益
に
た
と
 
 

う
育
も
な
し
」
 
も
同
様
。
 
 

（
8
）
 
こ
れ
が
実
理
と
み
づ
か
ら
信
ぜ
ば
鍼
黙
し
て
居
ら
れ
た
義
理
で
無
し
古
来
何
処
の
国
に
も
悟
通
徹
底
し
た
や
う
な
こ
と
い
ふ
て
跡
は
野
 
 

と
な
れ
山
と
な
れ
と
い
は
ぬ
ば
か
り
に
山
篭
し
て
果
た
人
も
多
い
げ
に
伝
聞
い
た
し
た
が
そ
れ
は
自
侭
の
真
中
山
・
「
没
理
想
」
は
絶
 
 

対
の
真
理
で
は
な
く
て
方
便
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
真
理
を
会
得
し
た
と
称
し
な
が
ら
世
か
ら
隠
れ
た
隠
者
を
非
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難
す
る
。
後
に
 
「
釈
迦
耶
蘇
孔
子
マ
ホ
メ
ッ
ト
そ
の
他
ひ
と
り
と
し
て
聖
人
と
い
は
ゝ
人
で
化
益
に
力
を
尽
さ
れ
な
ん
だ
人
は
無
し
」
 
 

と
い
う
よ
う
に
、
真
理
を
会
得
し
た
と
思
っ
た
な
ら
、
個
人
的
に
満
足
し
て
隠
棲
し
た
り
せ
ず
、
世
の
た
め
に
そ
れ
を
広
め
る
べ
き
だ
 
 

と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
道
道
の
思
想
の
社
会
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

な
お
、
「
自
侭
の
真
中
山
」
 
は
我
侭
の
真
ん
中
 
（
一
番
の
我
侭
）
 
と
歌
枕
の
中
山
峠
を
か
け
る
。
 
 

（
9
）
 
峠
ま
で
通
越
し
て
人
間
の
義
理
の
柵
、
大
井
河
ほ
ど
に
見
残
し
た
薄
情
の
骨
頂
で
は
あ
る
ま
い
か
・
「
峠
ま
で
通
越
し
て
」
は
中
山
峠
 
 

を
通
越
す
と
我
侭
の
真
ん
中
を
通
り
越
す
の
意
を
か
け
る
。
中
山
峠
と
「
義
理
の
柵
」
 
の
「
柵
」
 
か
ら
、
「
冊
」
が
あ
り
、
中
山
峠
に
 
 

近
い
大
井
川
を
引
き
出
す
。
「
薄
情
の
骨
頂
」
は
 
「
峠
ま
で
通
越
し
て
」
 
の
つ
な
が
り
で
、
峠
を
越
え
た
か
ら
頂
と
い
う
洒
落
。
 
 

（
1
0
）
 
釈
迦
耶
幕
孔
子
マ
ホ
メ
ッ
ト
そ
の
他
ひ
と
り
と
し
て
聖
人
と
い
は
ゝ
人
で
化
益
に
力
を
尽
さ
れ
な
ん
だ
人
は
無
し
・
「
友
人
二
葉
亭
四
 
 

迷
曾
て
小
説
を
論
じ
て
日
く
「
小
説
家
は
先
ヅ
基
督
の
如
く
釈
迦
の
如
き
人
と
成
べ
し
、
出
世
間
の
高
き
よ
り
下
ツ
て
此
世
を
観
察
し
 
 

て
小
説
を
作
る
ぺ
し
」
」
 
（
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
「
方
内
斎
主
人
に
与
ふ
」
明
治
二
二
・
一
〇
）
 
と
い
う
よ
う
に
、
）
 
と
い
う
よ
う
に
、
二
 
 

葉
亭
は
、
小
説
の
目
的
は
「
真
理
」
 
に
あ
り
と
し
て
、
文
学
者
の
営
為
を
聖
人
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
た
。
こ
こ
で
、
道
道
が
、
「
釈
迦
 
 

耶
蘇
孔
子
マ
ホ
メ
ッ
ト
」
を
引
い
て
来
た
の
も
同
じ
文
脈
上
に
あ
る
。
 
 

12 11  
の
戦
い
で
戦
死
し
た
と
き
、
七
生
ま
で
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
朝
敵
を
滅
ぼ
そ
う
と
誓
っ
た
と
い
う
故
事
（
『
太
平
記
』
）
 
を
踏
ま
え
る
。
 
 

直
前
の
、
「
異
端
雲
霞
と
沸
く
婆
婆
の
修
羅
開
場
へ
切
ッ
て
出
て
衝
い
て
衝
い
て
衝
き
ま
く
り
叶
は
ね
ば
同
胞
の
馬
前
に
て
討
死
す
る
 
 

分
の
こ
と
」
 
も
こ
れ
を
受
け
る
。
 
 

（
1
3
）
 
平
田
篤
胤
が
神
道
談
義
、
清
浄
教
派
が
偏
屈
も
か
た
よ
り
た
り
と
い
は
ゞ
い
へ
自
ら
信
ず
る
所
を
行
へ
る
其
操
の
高
き
こ
と
ハ
天
を
も
 
 

摩
す
べ
し
・
平
田
篤
胤
二
七
七
五
一
八
四
三
）
 
は
、
江
戸
後
期
の
国
学
者
、
復
古
神
道
を
唱
え
た
。
本
居
宣
長
没
後
の
門
人
。
神
 
 

代
文
字
口
文
の
存
在
を
主
張
し
た
。
【
．
哲
学
大
辞
芦
ヒ
 
（
大
∩
本
百
科
辞
書
、
同
文
館
、
明
治
四
五
）
 
に
、
「
篤
胤
資
性
哀
悼
不
屈
、
常
 
 

に
大
道
を
青
揚
す
る
を
以
っ
て
J
が
任
と
な
す
。
嘗
て
門
弟
子
に
示
し
て
〓
は
く
、
道
を
と
き
道
を
学
ぶ
も
の
は
、
人
の
信
ず
る
信
ぜ
 
 

ぬ
に
少
し
も
心
を
残
さ
ず
、
仮
令
一
人
も
信
じ
て
有
ま
い
が
、
マ
、
ヨ
独
立
独
行
と
云
ふ
て
」
 
「
皇
神
の
道
の
廊
は
、
清
浄
を
本
と
し
 
 

て
汚
梼
を
悪
ひ
、
君
親
に
は
忠
孝
に
事
へ
、
妻
子
を
雇
み
て
子
孫
を
多
く
生
殖
し
（
中
略
）
 
か
ゝ
る
神
道
の
思
想
を
海
内
に
普
及
し
、
 
 

天
下
に
宣
揚
せ
ん
と
せ
り
。
」
 
（
哲
学
、
一
人
で
操
を
」
凡
て
一
人
で
真
の
道
を
学
ぶ
）
 
と
あ
る
。
 
 
 

惰
ら
ず
・
「
備
」
 
の
訓
は
「
お
そ
る
る
」
「
う
れ
ふ
」
だ
が
、
文
脈
、
読
み
と
も
に
あ
わ
な
い
。
「
憎
」
 
（
お
も
ん
ば
か
る
）
位
だ
と
通
じ
 
 

。
 
 

が
よ
い
 
 

其
の
時
の
自
信
家
の
心
持
ち
は
楠
廷
尉
に
何
劣
る
べ
き
や
七
生
ま
で
生
れ
か
は
り
て
も
此
の
志
を
貫
く
ペ
し
・
楠
正
成
と
正
季
が
湊
川
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坂 井  健
 
（
1
6
）
 
 

94  

（
2
1
）
 
古
今
の
物
論
と
い
ふ
物
論
学
者
は
お
ふ
む
ね
懐
疑
家
な
ら
ぬ
は
無
く
後
に
大
自
信
の
人
と
な
り
し
学
者
も
多
年
懐
疑
の
境
に
あ
り
て
心
 
 

眼
を
森
羅
の
法
界
に
馳
せ
沈
思
瞑
想
の
果
成
り
て
漸
く
理
想
を
作
り
し
な
り
と
か
・
カ
ー
ラ
イ
ル
も
科
学
的
世
界
観
の
影
響
に
よ
っ
て
 
 

宗
教
的
懐
疑
に
陥
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
の
観
念
論
哲
学
や
文
学
を
研
究
し
懐
疑
か
ら
脱
し
た
と
い
う
。
（
『
新
潮
世
界
文
学
辞
典
』
）
 
 

（
1
4
）
力
－
ラ
イ
ル
の
談
命
二
↓
h
〇
∃
a
S
 
C
雪
－
y
互
（
一
七
九
五
～
一
八
八
一
）
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
、
歴
史
家
。
エ
マ
ー
ソ
ン
と
交
流
し
、
 
 

ド
イ
ツ
観
念
論
の
影
響
を
受
け
た
。
〈
万
物
は
精
神
の
黎
徴
で
あ
り
、
国
家
や
宗
教
、
遺
徳
な
ど
は
、
人
間
が
一
時
的
に
ま
と
う
衣
装
 
 

に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
「
象
徴
の
哲
学
」
を
説
い
た
。
」
「
彼
は
社
会
改
革
の
手
段
と
し
て
革
命
を
支
持
し
、
聡
明
な
英
雄
的
指
導
者
の
必
要
 
 

を
説
き
多
大
の
反
響
を
集
め
た
。
彼
は
、
功
利
主
義
と
正
当
的
キ
リ
ス
ト
教
に
ひ
き
裂
か
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
精
神
的
空
隙
 
 

を
埋
め
、
一
世
の
予
言
者
と
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
」
（
『
増
補
新
訂
新
潮
世
界
文
学
辞
典
』
新
潮
社
、
一
九
九
〇
）
参
照
。
「
談
 
 

命
」
 
は
 
二
〓
本
国
語
大
辞
典
」
、
『
大
漢
和
辞
典
』
 
に
見
え
な
い
が
、
社
会
の
運
命
を
談
ず
る
の
意
か
。
 
 

ミ
ル
ト
ン
が
新
教
的
天
地
想
・
こ
F
l
〕
 
M
二
t
〔
）
n
）
一
六
〇
八
七
四
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
。
「
盲
目
の
彼
は
口
述
に
よ
っ
て
人
間
性
 
 

を
代
表
す
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
罪
と
罰
と
、
そ
し
て
な
お
そ
こ
に
救
い
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
た
大
叙
事
詩
『
失
楽
園
コ
（
六
 
 

七
）
 
を
作
り
あ
げ
た
」
と
い
う
。
（
【
．
新
潮
文
字
大
辞
典
』
）
 
そ
の
よ
う
な
清
教
徒
的
な
信
仰
に
支
え
ら
れ
、
神
の
恩
寵
の
予
感
さ
れ
る
 
 

世
界
を
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
 
 

金
輪
際
よ
り
生
ぬ
き
た
る
や
う
の
自
信
の
獅
子
吼
・
「
金
輪
際
」
は
、
仏
教
で
地
層
の
最
下
底
の
と
こ
ろ
を
い
い
、
無
限
に
深
い
こ
と
 
 

を
い
う
。
「
獅
子
吼
」
は
、
仏
の
説
法
を
獅
子
が
吠
え
て
百
獣
を
恐
れ
さ
せ
る
威
力
に
た
と
え
る
。
真
理
を
説
い
て
発
揚
す
る
こ
と
。
 
 

巨
獣
の
尻
尾
掻
撫
て
忽
ち
巨
象
を
知
れ
り
と
撤
し
・
こ
れ
も
「
群
青
象
を
撫
で
る
一
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。
 
 

之
を
虎
豹
と
比
べ
て
も
見
ず
犀
獅
子
水
牛
海
馬
の
た
ぐ
ひ
其
他
巨
な
る
猷
は
新
吉
大
陸
に
数
多
か
る
に
絶
え
て
比
照
の
労
を
も
取
ら
で
 
 

我
れ
は
も
は
や
大
象
の
筋
肉
を
割
き
骨
を
析
い
て
甚
深
の
秘
密
を
護
符
せ
り
・
他
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
せ
ず
、
自
分
の
意
見
 
 

だ
け
を
正
し
い
と
盲
信
し
て
独
断
的
な
批
評
を
展
開
し
て
い
た
当
時
の
批
評
家
を
批
判
し
た
も
の
。
 
 

茶
毒
・
不
明
。
「
茶
一
は
、
「
茶
に
す
る
」
な
ど
で
使
う
、
ば
か
ば
か
し
い
、
不
真
面
目
な
、
ふ
ざ
け
た
と
い
っ
た
悪
か
。
 
 

著
大
純
理
の
闘
ひ
は
智
恵
啓
発
の
大
横
間
一
日
も
無
か
る
可
ら
ず
わ
が
「
白
日
夢
』
 
の
塊
も
そ
が
尽
る
期
無
か
ら
ん
を
望
め
り
・
遣
遥
 
 

は
、
議
論
全
般
を
排
撃
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
（
自
分
が
批
判
し
て
い
る
の
は
）
 
方
今
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
散
見
す
な
る
、
か
た
よ
 
 

り
た
る
小
議
論
を
指
せ
る
な
り
。
其
の
根
底
に
、
一
系
の
定
ま
れ
る
哲
理
も
無
う
し
て
、
一
時
の
感
の
浮
べ
る
侭
に
或
ひ
は
好
悪
に
駆
 
 

ら
れ
て
、
衆
他
を
排
し
、
或
ひ
は
狭
陰
の
経
験
を
尺
度
と
し
て
、
大
い
な
る
人
間
を
是
非
す
る
が
如
き
頑
随
偏
僻
の
小
理
想
を
謂
へ
る
 
 

な
り
ゥ
」
 
（
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
其
一
）
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没理想論争注釈稿（穴）   

（ 
仰望  
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（
等
シ
ェ
ル
リ
・
シ
ラ
ー
（
F
r
山
e
d
r
i
c
h
 
v
〇
n
 
S
C
h
i
ニ
e
r
）
 
（
一
七
五
九
～
一
八
〇
五
）
ド
イ
ツ
の
詩
人
、
劇
作
家
。
ゲ
ー
テ
と
並
び
、
個
 
 

性
解
放
の
文
学
運
動
疾
風
怒
涛
を
代
表
す
る
。
 
 

（
軍
 
こ
れ
皆
理
想
の
詩
歌
に
し
て
い
と
広
き
意
味
に
て
い
ふ
抒
情
詩
と
い
ふ
は
大
む
ね
此
た
ぐ
ひ
な
る
ら
ん
か
し
・
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
 
 

其
三
 
（
明
治
二
五
二
一
こ
 
に
も
「
理
想
を
宗
と
す
る
者
は
、
我
れ
を
尺
度
と
し
て
世
間
を
度
り
、
自
然
を
宗
と
す
る
者
は
、
我
れ
を
解
 
 

脱
し
て
世
間
相
を
写
す
ゥ
前
者
は
総
称
し
て
叙
情
詩
人
と
い
ふ
べ
く
、
後
者
を
総
称
し
て
世
相
詩
人
と
い
ふ
ぺ
し
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
凱
）
 
孝
が
形
は
盲
し
へ
の
エ
ボ
ス
の
形
に
し
た
ら
ん
も
ド
ラ
マ
の
形
し
た
ら
ん
も
あ
る
べ
け
れ
ど
所
謂
上
乗
の
ド
ラ
マ
の
形
と
い
ふ
際
は
か
 
 

ゝ
る
着
流
の
作
に
は
見
え
ず
・
エ
ボ
ス
 
（
e
p
O
S
）
 
は
叙
事
詩
。
ド
ラ
マ
 
（
d
r
a
n
邑
は
劇
詩
。
遭
遥
は
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
 
 

註
緒
言
二
明
治
∴
四
二
〇
）
 
で
、
「
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
な
ど
の
作
の
、
或
人
に
喜
ば
れ
て
、
他
の
人
に
妹
は
る
ゝ
と
は
、
大
い
 
 

な
る
相
違
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
鴎
外
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
 
 
 

八
万
煩
悩
の
繁
き
に
撃
た
れ
て
眠
く
る
め
き
・
「
八
万
」
は
「
八
万
四
千
一
。
仏
教
で
数
の
多
い
こ
と
を
い
う
言
葉
。
「
眼
く
る
め
き
」
 
 

を
か
け
る
。
直
後
の
「
幽
霊
」
が
出
て
来
る
の
は
地
獄
の
「
餓
鬼
」
か
ら
の
連
想
か
。
「
悪
太
郎
」
は
、
い
た
ず
ら
者
。
 
 

（
2
9
）
魂
の
無
い
奴
と
後
ろ
に
目
無
き
一
ツ
目
小
僧
が
寒
た
い
幽
霊
の
や
う
に
お
手
前
は
腰
が
無
い
と
ぬ
か
ざ
は
ぬ
か
せ
・
「
悪
た
い
」
は
悪
 
 

口
。
落
語
の
「
お
化
長
屋
」
 
に
、
強
が
り
を
い
う
男
を
お
ど
ろ
か
そ
う
と
し
て
、
按
摩
に
布
団
か
ら
上
半
身
を
出
さ
せ
、
布
団
の
下
の
 
 

方
に
は
、
別
の
男
が
潜
り
込
ん
で
足
を
出
し
、
大
入
道
に
見
せ
か
け
よ
う
と
す
る
が
、
親
方
が
現
わ
れ
た
の
で
、
大
入
道
の
足
腰
の
役
 
 

を
し
た
男
も
他
の
男
た
ち
も
逃
げ
て
し
ま
い
、
取
り
残
さ
れ
た
按
摩
が
親
方
に
「
お
前
一
人
を
置
き
ツ
放
し
に
し
て
行
く
な
ん
ッ
て
、
 
 

余
り
足
腰
の
ね
へ
奴
ぢ
や
ア
ね
へ
か
」
と
い
わ
れ
て
、
「
ヘ
エ
左
様
で
ご
ざ
ん
せ
う
、
足
腰
は
先
程
皆
逃
げ
て
仕
舞
ま
し
た
。
」
と
答
え
 
 

る
オ
チ
が
あ
る
。
こ
こ
の
文
脈
に
は
、
そ
の
ま
ま
重
な
ら
な
い
が
、
一
ツ
目
小
僧
か
ら
幽
霊
を
導
き
出
し
、
「
お
化
長
屋
」
 
の
オ
ナ
と
 
 

同
様
に
、
根
性
が
な
い
の
意
の
「
腰
が
な
い
」
に
、
幽
霊
に
下
半
身
が
な
い
と
い
う
俗
説
を
掛
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

は
煩
悩
に
撃
た
れ
て
目
が
く
ら
む
の
意
だ
が
、
次
の
「
大
一
に
も
、
目
が
く
ら
む
ほ
ど
高
い
 
「
天
」
の
意
で
か
か
っ
て
行
く
。
 
 

天
の
一
月
影
万
水
に
浮
ぶ
な
り
と
ロ
で
は
い
へ
ど
・
『
盲
安
杖
．
コ
 
に
「
釈
尊
は
三
界
の
衆
生
を
一
子
の
ご
と
く
、
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
 
 

り
。
恭
に
あ
ら
ず
や
。
一
如
の
水
な
が
れ
て
方
波
と
わ
か
る
。
誓
ば
天
上
の
一
月
、
方
水
に
移
る
が
ご
と
く
、
人
々
の
性
又
是
に
こ
と
 
 

な
ら
ず
。
」
と
あ
る
。
「
大
の
一
月
影
万
水
に
浮
ぶ
な
り
一
は
、
一
切
の
衆
生
に
仏
の
性
が
有
る
と
い
う
意
味
。
U
で
は
悟
っ
た
よ
う
な
 
 

こ
と
を
い
う
け
れ
ど
も
、
と
い
う
こ
と
。
 
 

無
慮
の
井
戸
に
を
ち
こ
ち
の
・
「
を
ち
二
ち
」
は
、
井
戸
に
落
ち
る
の
意
と
「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
一
の
意
味
を
か
け
て
い
る
。
 
 

餓
鬼
悪
太
郎
・
「
餓
鬼
－
は
二
無
底
の
井
戸
」
 
に
落
ち
た
と
い
う
こ
と
で
、
地
獄
に
落
ち
た
「
餓
鬼
」
と
、
あ
ち
こ
ち
の
子
供
の
意
味
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（
罰
）
 
迷
ふ
と
い
ふ
は
悟
の
裏
道
、
煩
悩
即
ち
菩
提
樹
の
此
集
の
生
ひ
長
ち
て
花
咲
か
ん
日
を
侯
つ
・
「
車
」
は
、
通
常
、
切
り
株
か
ら
出
る
 
 

芽
と
い
う
意
味
だ
が
、
つ
み
、
わ
ぎ
わ
い
と
い
う
意
味
も
持
ち
 
（
『
大
漢
和
辞
典
』
）
、
こ
こ
で
は
両
者
を
掛
け
る
。
 
 

「
菩
提
樹
の
此
琴
」
 
と
は
、
悟
り
の
心
に
生
じ
た
罪
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
迷
ふ
と
い
ふ
は
悟
の
裏
道
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
 
 

の
よ
う
な
罪
の
芽
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
成
長
し
て
悟
り
の
花
を
咲
か
せ
る
日
を
待
つ
、
と
い
う
こ
と
。
 
 

（
3
1
）
こ
れ
は
其
後
菩
提
樹
が
億
万
由
旬
延
び
〈
て
大
天
上
に
届
か
ん
時
に
ゑ
ち
ら
お
ち
ら
撃
昇
ら
ん
其
用
心
の
方
便
な
り
∵
由
旬
」
は
、
 
 

仏
教
語
。
古
代
イ
ン
ド
の
距
離
の
単
位
。
一
由
旬
は
帝
王
の
軍
隊
が
一
日
に
進
む
距
離
だ
と
い
う
。
遣
遥
は
、
r
大
理
想
」
を
つ
か
み
 
 

兼
ね
た
「
方
便
」
と
し
て
「
没
理
想
」
を
唱
え
、
「
記
実
」
的
な
批
評
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
紛
糾
す
る
文
壇
の
議
論
 
 

の
現
況
に
あ
っ
て
、
好
悪
に
よ
る
か
た
よ
っ
た
議
論
を
排
し
っ
つ
も
、
自
己
自
身
懐
疑
の
墳
に
あ
っ
た
避
退
が
、
議
論
に
対
す
る
懐
疑
 
 

も
ま
た
「
倍
の
裏
道
」
と
考
え
、
と
り
あ
え
ず
判
断
を
保
留
し
て
、
将
来
の
し
か
る
べ
き
時
に
備
え
、
帰
納
に
よ
っ
て
理
想
を
得
る
た
 
 

め
の
材
料
を
集
め
る
の
が
当
面
の
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
所
信
の
表
明
。
 
 

健
 
（
軍
菊
五
郎
が
舞
台
で
用
ふ
る
竹
梯
子
の
短
き
よ
り
も
短
く
し
て
・
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
．
三
田
村
成
儀
編
著
、
鳳
出
版
、
昭
和
五
〓
の
 
 

92  

明
治
二
五
年
一
月
の
記
事
に
「
菊
五
郎
は
今
度
我
が
勤
む
る
梯
千
乗
に
就
て
参
考
の
た
め
毎
年
一
月
四
日
警
視
庁
前
に
て
執
行
せ
ら
る
 
 

ゝ
消
防
出
初
式
を
一
覧
す
る
予
定
な
り
し
も
折
悪
く
横
浜
蔦
座
へ
出
勤
中
と
て
本
意
を
得
ぎ
り
し
か
ば
同
日
同
港
警
察
署
前
に
て
挙
行
 
 

し
た
る
出
初
式
を
見
物
な
し
実
地
模
写
の
研
究
に
資
し
夫
れ
よ
り
此
場
に
使
用
す
る
小
道
具
蕪
を
註
文
な
し
来
た
り
た
る
が
」
云
々
と
 
 

あ
る
。
こ
れ
は
、
一
月
一
五
日
よ
り
、
歌
舞
伎
座
で
演
ぜ
ら
れ
た
 
『
塩
原
多
助
一
代
記
』
 
の
切
狂
言
梯
子
乗
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
 
 

の
梯
子
乗
は
「
非
常
の
人
気
と
な
り
当
り
振
舞
を
な
す
程
の
盛
況
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
 
 

（
3
3
）
一
章
の
葉
船
・
書
船
と
い
う
と
、
ヒ
ル
コ
を
乗
せ
て
流
し
た
船
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
単
に
葦
の
葉
を
船
に
例
え
て
い
っ
た
 
 

も
の
で
、
ご
く
さ
さ
や
か
な
船
と
い
う
意
味
に
と
り
た
い
。
 
 

（
封
）
 
石
見
銀
山
見
取
・
石
見
銀
山
の
銀
の
副
産
物
枇
石
を
使
っ
た
殺
鼠
剤
で
近
世
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
明
治
時
代
ま
で
売
ら
れ
た
。
鼠
取
は
、
 
 

猫
に
は
効
か
な
い
こ
と
か
ら
、
次
の
「
泥
棒
猫
を
禦
ぐ
に
由
な
く
」
を
導
く
。
「
夫
れ
物
の
用
は
そ
の
主
の
性
に
応
じ
て
成
る
も
の
な
 
 

れ
ば
」
 
の
続
き
。
 
 

（
3
5
）
雀
を
威
す
山
田
の
案
山
子
弓
ひ
き
し
ば
り
立
ち
け
ら
し
が
小
山
田
太
郎
が
武
者
目
に
は
御
大
暗
が
咳
の
一
つ
ぱ
か
り
の
効
目
も
な
か
り
 
 

き
・
「
小
山
田
太
郎
」
は
、
不
詳
。
「
山
田
の
案
山
子
」
 
か
ら
の
連
想
で
、
武
士
の
名
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
案
山
 
 

子
は
雀
を
威
す
の
に
は
役
立
っ
て
も
、
別
の
も
の
に
対
し
て
は
役
立
た
な
い
、
と
い
う
も
の
で
、
（
洪
）
 
と
同
じ
文
脈
。
 
 

（
3
6
）
 
わ
れ
ら
が
方
便
門
も
は
ん
の
わ
れ
ら
の
犬
く
ゞ
り
羊
が
通
ふ
背
戸
の
小
途
の
む
さ
く
ろ
し
さ
・
「
犬
く
ゞ
り
」
は
垣
根
な
ど
で
、
犬
が
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く
ぐ
る
穴
。
「
羊
」
 
は
遼
遥
（
小
芋
）
 
の
比
喩
。
自
分
が
唱
え
た
「
没
理
想
」
は
、
自
分
自
身
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、
他
人
に
は
役
立
た
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
「
世
の
貴
人
の
目
に
触
れ
ん
や
語
る
と
も
用
な
か
る
ぺ
し
」
 
と
な
る
。
 
 

（
3
7
）
 
い
ふ
な
維
摩
の
重
な
ら
な
く
に
無
言
三
昧
・
維
摩
（
ゆ
い
ま
）
 
は
、
釈
迦
時
代
の
行
者
。
文
殊
を
始
め
と
す
る
菩
薩
達
が
病
気
み
ま
い
 
 

に
維
摩
の
方
丈
を
訪
れ
、
す
二
の
法
門
に
つ
い
て
問
答
し
た
際
、
維
摩
は
、
文
殊
師
利
と
の
問
答
で
、
不
二
の
方
門
は
不
可
説
の
も
の
 
 

だ
と
し
て
、
た
だ
山
黙
を
以
て
し
め
し
た
と
い
う
 
（
『
禅
学
大
辞
典
』
）
。
こ
の
故
事
を
受
け
る
。
「
～
な
ら
な
く
に
」
は
「
～
で
な
い
の
 
 

に
」
 
の
意
。
 
 

（
詭
）
 
達
磨
に
似
た
る
夢
の
か
た
ま
り
・
達
磨
大
師
が
少
林
辞
で
面
壁
座
禅
九
年
に
し
て
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
故
事
を
受
け
、
達
磨
人
形
を
 
 

か
け
る
。
直
後
に
 
「
こ
ろ
が
し
て
」
 
と
あ
る
の
は
、
達
磨
人
形
が
念
頭
に
あ
る
た
め
。
 
 

藩
月
・
「
ら
げ
つ
一
。
つ
た
に
か
か
る
月
。
 
 

琴
の
書
の
い
と
ゆ
か
し
く
ぞ
き
こ
え
け
る
・
鴎
外
の
論
の
比
喩
。
 
 

載
れ
若
し
此
塊
を
ま
ろ
ば
し
て
か
ば
か
り
の
道
来
ら
ず
ば
此
声
聴
く
べ
き
便
な
か
り
き
さ
る
に
て
も
只
管
に
沈
黙
と
思
ひ
込
み
し
は
我
 
 

し
ら
ず
我
ぽ
め
の
病
を
長
ず
ペ
き
い
と
あ
し
き
緑
な
り
き
・
没
理
想
と
い
う
言
葉
を
主
張
し
な
か
っ
た
ら
ば
、
鴎
外
の
批
評
を
受
け
る
 
 

機
会
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
沈
黙
ば
か
り
が
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
の
は
、
自
己
満
足
に
陥
る
間
違
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
ゥ
 
 

低
姿
勢
の
う
ち
に
、
鴎
外
の
批
判
を
歓
迎
し
ょ
う
と
す
る
言
葉
。
 
 

真
二
つ
に
割
ッ
た
ら
ば
、
金
太
が
出
る
か
お
た
よ
が
出
る
か
・
「
金
太
」
 
は
金
太
郎
、
「
お
た
よ
」
 
は
お
た
ふ
く
。
ど
ち
ら
も
、
い
わ
ゆ
 
 

る
金
太
郎
飴
の
図
柄
で
、
そ
れ
ゆ
え
「
真
二
つ
に
割
ッ
た
ら
ば
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
己
の
い
う
没
理
想
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
、
 
 

そ
れ
を
論
争
の
姐
上
に
の
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
は
論
争
を
受
け
て
立
と
う
と
い
う
積
極
的
な
避
退
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
 
 

る
だ
ろ
う
。
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