
『
多
武
峯
少
将
物
語
』

ー
合
同
光
の
作
中
呼
称
と
作
者
の
め
ざ
し
た
も
の

l

『
多
武
案
少
将
物
記
』
は
、
既
に
先
学
に
徊
指
脳
の
あ
る
と
お
り
、
「
JI一
の
泊

(
l
)
 

息
又
」
を
そ
の
ま
ま
に
利
川
し
た
か
の
趣
か
あ
る
。
地
の
文
は
、
そ
の
「
化
の

泊
息
文
」
や
即
ず
尖
に
取
り
交
さ
れ
た
附
答
歌
な
ど
の
「
つ
な
き
の
文
」
に
過
き
な

い
、
と

i
-
5

『悶
て
よ
い
。
し
か
も、

ー●
ぃ
お
う
と
し
て
よ
く
言
い
得
な
い
作
者
の
心

の
も
つ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
文
，
年
の
も
つ
礼
と
し
て
、
地
の
文
に
以
れ
て
い
る
。

(
2
)
 

地
の
文
の
「
利
拙
さ
」

が
指
摘
さ
れ
る
所
以

で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
し
か
し
、
地
の
文
の

「
利
拙
」
に
も
か
か
わ
ら
す
、
仕
の

素
材
を
利
川
し
つ
つ
、
鯰
識
的
改
変
を
も
交
え
な
が
ら
、
と
も
か
く
も

一
仰
の

(
3
)
 

自
立
し
た
作
品
批
界
を
気
こ
う
と
し
た
作
者
の
、
具
体
的
な
作
業
（
本
脳
て

は
、
阿
光
の
作
中
呼
称
）
を
瞥
見
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
作
者
か
木
作
品
に
託

そ
う
と
し
た
も
の
を
採
る
こ
と
区
あ
る
。

ま
ず
、
第
二
六
段
（
畠
段
番
号
及
ひ
本
文
は
、
王
井
幸
助
氏
『
多
武
峯
少
将

物
記
』
八
塙
書
幻
＞
に
よ
る
。
以
卜
同
じ
）
を
見
て
、

作
者
の
姿
努
の

一
端
を

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
し

(
4
)
 

こ
の
段
に
描
か
れ
る
為
光
の
少
胃
昇
進
の
事
は
、
物
語
時
期
の
中
で
は
、
応

に
つ
い
て

和
二
年
五
月
一
日
以
降
の
こ
と
、
史
実
で
は
、
同
外
一
月
二
十
三
日
の
こ
と
て
あ

(
5
)
 

る
。
少
な
く
と
も
日
付
に
関
し
、
事
実
を
変
史
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
狭

義
の
扉
枯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
。
物
記
に
即
し
て
読
み
進
め
る
我
々

読
者
は
、
弟
の
為
光
が
、
出
家
し
た
兄
詞
光
に
代
わ
っ

て
少
将
と
な
り
、
製
び

巾
し
を
す
る
こ
の
二
六
段
で
、
そ
れ
か
E
9
光
の
出
家
か
ら
数
箇
月
を
経
た
後
の

事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
む
し
ろ
そ
れ
故
に
、
新
た
な
涙
に
か
き

く
ら
さ
れ
る
高
光
室
の
「
あ
は
れ
」
な
姿
を
確
認
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
二
六
段
が
、
こ
の
位
附
に
附
か
れ
て
い
る
の
は
、
新
田
孝
子
氏

が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
為
光
昇
辿
の
事
は
、
例
二
（
注
・

ニ
五
段
を
指
す
）

(
6
)
 

の
師
氏
一
家
の
吹
き
と
し
て
の
自
ら
な
る
展
間
で
あ
る
」
に
し
て
も
、
物
語
の

,Ll
立
的
な
時
間
軸
を
無
祝
し
得
な
い
以
上
、
先
行
す
る
二
ニ
段
に
示
さ
れ
る
日

付
「
五
月
一
日
」
を
考
応
の
外
に
附
く
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
こ
の
二
六
段

が
、
五
月
一
日
以
降
の
出
来
事
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
作
晶
上
の
事
実
は
曲

げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
物
語
は
、
歴
史
的
事
実
に
品
づ
い
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
右
の
例
な
ど
は
、
岩
泊
水
悦
氏
か
既
に
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
物
語
の
作
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を

(
7
)
 

意
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
て
あ
ろ
う
。
そ
れ
は、

索
材
の
一

っ
―
つ
は

下

西

善

郎
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恐
ら
く
事
実
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
事
実
の
継
起
順
に
叙
述
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
、
作
者
の
姿
勢
の
一
端
を
窺
わ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う

J

こ
の
作

者
の
姿
勢
は
、
こ
の
外
、
「
逸
店
を
か
ら
ま
せ
た
り
、
季
節
の
順
序
を
組
み
か

(
8
)
 

え
た
り
、
短
歌
を
長
歌
に
編
み
あ
げ
た
り
な
ど
」
し
て
い
る
現
象
と
結
び
つ
い

八
表
ー
・
高
光
の
作
中
呼
称
＞

地

の

文

以

外

也

の

文

9
,
J
 

①
高
光
の
少
胃
の
賛
心
〗
②
あ
は
れ
な
る
人
（
妻
）

⑤
山
の
右
（
愛
宮
）

⑨

少

将

の

且

一

）

ヽ

⑩

少

将

の

刀

｀

⑥

山

（

式

部

卿

北

方

）

⑪

少

将

の

⑦

山

（

愛

宮

）

⑧
出
で
て
こ
し
人
（
尋
禅
）

俗

⑬
山
の
因

⑭

（

山

）

口

〕

誓

し

き

人

（

喜

）

]

⑬

山

の

岩

（

妻

）

⑪
（
山
）

⑬

禅

師

の

宕

]

⑰

右

（

心

か

け

き

こ

え

た

り

し

人

）

⑭

入

道

の

四

）

⑲

あ

の

人

（

妻

）⑳
き
み
（
六
郎
宕
）

JJJ 

⑮

入

道

の

宕

戸

⑯

入

道

の

少

将

刀

口

心

胃

（

妻

）

⑰

入

道

の

刀

一

喜

⑯

山

の

右

（

妻

）

一

口

兄

叶

ム

（

為

匹

禅
師
の
罰
心

⑳
禅
師
の
訂

て
い
る
。
一
っ
―
つ
の
事
実
的
素
材
も
、
そ
れ
が
散
在
し
て
あ
る
時
は
、
靴
列

的
事
実
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
作
者
は
、
そ
の
羅
列
的
事
実
に
立
ち
向

か
っ
て
一
個
の
作
品
世
界
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
「
作
者
み
ず
か
ら
の
構
想

(
9
)
 

に
よ
る
秩
序
」
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
作
者
に
よ
る
下
実
の
改

八
表

I
I
V

※
番
号
は
章
段
番
号
。
歌
の
中
で
単
に
「
宕
」
と
す
る
の
は
省
い
た
。
下
段
の
（
）
の
中
は
、

そ
う
呼
称
し
て
い
る
人
を
表
す
。

①
女
刀

②
女
刀

③
北
の
方

④
北
の
方

⑥
桃
園
殿

⑩
桃
園
の
姫
宕

姫
宕

⑪
姫
因

⑫
姫
因

⑬
姫
因

⑮
姫
岩

桃
園
の
大
姫
予
心

⑪
姫
刀

⑲
大
姫
宕

⑪
姫
右

⑮
は
は
ぎ
み

⑱
姫
刀

⑳
北
の
方

地
の
文
で
の
贔
光
室
の
呼
称
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変
や
秩
J
立
て
は
、
作
晶
化
へ
の
＇
げ
字
心
に
他
な
ら
な
い
。
「
利
拙
」
と
ー
い
わ
れ

る
地
の
＇
人
の

111
に
す
ら
、
竹
名
の
介
て
か
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
今
、
恥
打

は
、
そ
の
点
を
少
し
て
も
川
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
幻
光
の
作
中
呼
称
に
化
点

を
あ
て
て
名
え
を
巡
め
て
い
き
た
い
。

高
光
の
作
llJIIf
称
は
、
伯
ペ
ー
ジ
の
八
1
衣

I
V
の
如
く
て
あ
る
。
地
の
文
と

そ
れ
以
外
に
分
け
て
名
え
る

C

右
の
八
表
I
V
て
、
地
の
文
に
お
け
る
口
／
wJL
の
打
祢
に
注
目
し
た
い
。
ニ
―
―
-

段
以
降
、
古
／
況
は
「
入
氾
且
」
あ
る
い
は
「
加
師
の
内
」
と
呼
ば
れ
、
出
家
者
の

llT称
に
統
一
さ
砂
て
い
る
。
そ
机
に
対
し
て
、
ニ
―
以
以
伯
て
は
、
汀
兄
は
机

川
に
入
っ
て
も
「
少
冒
」
「
少
冒
の
出
」
て
あ
り
、
ま
た
「
山
の
囚
」
て
あ
る
。

こ
礼
ら
は
、
二
三
以
以
陥
の
出
家
者
の
打
杵
と
刈
比
的
に

9

え
は
、
パ
俗
に
つ

(10) 

な
か
る
呼
祢
と
い
っ
て
よ
い
た
ろ
う
°
山
ち
、
，
＇
ば

JL
の
呼
称
は
、
ニ
ニ
役
を
巾

に
お
い
て
、
二
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
特
徴
い
て
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え

は
、
主
波
存
場
人
物
の
一
人
て
あ
る
い
兄
字
の
、
地
の
文
て
の
呵
称
を
併
せ
名

え
る
こ
と
て
明
白
て
あ
る
。
八
T

入

I
I
V
に
一
叫
し
た
如
く
、
高
光
玉
は
、
「
女

右
」
て
あ
っ
た
り
、
「
批
力
」
「
北
の
方
」
「
月
刀
」
て
あ
っ
た
り
す
る
。
砂
光

分
の
呼
祢
は
、
以
血
に
支
配
さ
机
て
い
る
か
の
如
く
な
の
て
あ
る
。
そ
の
場

血
内
て
の
脊
場
人
物
と
の
相
対
的
閃
係
に
屈
つ
く
峠
林
か
な
さ
れ
て
い
る
の
て

（
日
）

あ
る
。
し
か
し
、
い
wJL
の
以
合
は
そ
う
て
は
な
い
。
凸
況
の
呼
称
は
、
二
ニ
段

を
以
に
、
在
俗
の
岬
祢
か
ら
出
家
の

llT林
に
変
化
机
移
し
て
い
る
の
か
明
ら
か

（
立
）

な
の
て
あ
る
。

地
の
文
以
外
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
て
は
、
詞
況
の
呼
称
は
、
た
と
え
ば

「
あ
は
れ
な
る
人
」
「
恋
し
き
人
」
て
あ
り
「
山
の
且
」
で
あ
る
。
地
の
文
以
外

て
は
、
高
況
の
げ
称
に
閃
し
て
は
孔
俗
と
出
家
の
対
立
は
な
く
、
物
晶
を
通
じ

て
在
俗
の
呼
称
て
一
口
し
て
い
る
、
と
＾
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
特

に
、
高
光
'
[
土
か
高
光
を
呼
称
す
る
場
合
に
お
い
て
刷
著
て
あ
る
。
作
者
か
、
生

の
ふ
材
を
、
多
少
の
忍
改
・
変
約
・
省
略
な
ど
の
手
を
加
え
つ
つ
も
、
そ
の
ま

(13) 

ま
に
作
品
中
に
利
川
し
て
い
る
と
い
う
御
況
に
従
え
ば
、
生
の
索
材
の
中
て
の

'，9
光
の
呼
称
は
、
そ
れ
に
閃
わ
る
登
場
人
物
辻
の
、
高
光
へ
の
現
実
の
忍
識
を

そ
の
ま
ま
に
示
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
主
要
登
場
人
物
た
る
高
光
正

や
愛
宮
の
心
迎
的
立
場
か
ら
―
言
え
は
、
餃
女
辻
に
と
っ
て
は
、
一
1

臼
光
は
、
い
つ

ま
て
も
孔
俗
に
つ
な
か
る
呼
称
を
さ
れ
る
存
在
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
カ
、
本
『
物
晶
』
の
地
の
文
か
、
伯
述
の
如
く
、
生
の
素
材
を
結
ひ
合
せ

る
「
つ
な
ぎ
の
文
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
地
の
文
は
、
作
者
の

側
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
の
文
て
、
高
光
の
呼
称
は
二
分
さ
れ
、

11俗
の
呼
称
か
ら
出
家
の
呼
称
へ
と
移
り
変
っ
て
い
る
。
事
実
に
即
し
て
書
き

巡
め
る
う
ち
に
、
白
す
と
こ
の
よ
う
な
結
呆
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る

い
は
、
こ
こ
に
も
作
者
の
意
識
的
な
改
変
か
あ
り
、
作
者
の
何
ら
か
の
認
図
か

記
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
て
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
間
如
に
つ

い
て
、
ま
ず
、
甫
実
閃
係
か
ら
検
討
す
る
。

、
、
、
、

従
米
、

[91
兄
の
出
家
―
'
、
人
戚
を
「
応
和
元
年
十
二
月
五
日
」
と
す
る
の
は
、
次

(14) 

の
『
多
式
峯
略
記
』
の
口
叫
事
を
第
一
資
料
と
す
る
。

一
旦
伯
二

llt
枷
偽
一
、
応
和
元
年
十
二
月
五
日
、
ヒ
四
以
山
柚
川
―
‘
礼
二
培

賀
上
人
一
、
出
家
受
戒
、

本
因
は
建
久
八
年
（
―
-
九
七
）
の
成
立
、
「
多
式
~
条
寿
に
つ
い
て
も
っ
と
も
信

(15) 

頓
の
お
け
る
文
献
」
で
あ
る
。
高
光
が
、
応
和
心
年
十
二
月
五
日
に
桃
川
に
入

山
し
た
事
実
は
、
『
大
鮫
裏
壽
』
に
も
、

応
和
元
年
十
二
月
六
日
、
伝
間
、
右
近
少
将
高
光
、
昨
日
到
二
柚
川
山
者
―
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出
家
之
由
御
記

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
辿
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
後
の
伝
承
で
も
、

『
長
谷
寄
吟
込•
I
I
L

』
が
、
「
比
故
山
柚
河
辺
に
年
米
知

り

た
る
裳
聖
の
有
り
け
る

所
に
尋
ね
行
き
て
同
月
五
日
（
注

・
応
和
―
JL
ハ
叶
十
二
月
五
日
）
出
家
し
て
法
名

(16) 

を
ば
如
筑
と
ぞ
巾
し
け
る
」
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、

第
一

資
料
た
る
『
略
芯
』
の
心
＇
丁

Ir1

少
し
く
こ
だ
わ
る

、
、
、
、

必
疫
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
古
□
光
の
出
家
受
戒
が
応

fll元
年
十
二
月
五

H
に
客

観
的
事
実
と
し
て
あ

っ
た
如
く
に
luL
さ
れ
て

い
る
け
札
ど
も
、
そ
れ
が
．
丁
実
を

伝
え
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
前
に
も
引
い
た
『
大
憶
裏
湘
』

ピ
、
次
の
よ
う
な
氾
事
を
見
る
。
前
引

の
部
分
を
含
め

て
引
川
す
る
。

0

0

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

い
、
応
和
元
年
十
二
月
六
日
、
伝
間
、
右
五
少
冒
⑮
光
、
昨
日
刊
訊
川
山

0

0

 

炉
ー
出
家
之
由
御
記

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

回
、
同
二
年
四
月
一
日
、
令
＞
仰
，
伊
卯
叫
臣

I
>
令
＞
釘
孟
格
叫
石
近
少
冒
汀

光
及
相
従
者
二

人
一
之
由
Je

御記

0

0

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0

0

 

い
、
此
似
二
年
ii-JJ
十
九
11
、間叩
右
直
少
胃
凶
光
給
凪
間
瓜
者
二
人
名
誘

i

、

0

0

 

又
仰
令
后
歪
戒
高
光
面
ャ
御
記

(17)

（

18) 

こ
の
記
述
は
、
「
出
家
」
と
「
冑
良
」
と
「
一
文
成
」

を
段
陪
的
に
古
い
て

い
る

点
て
、

『
略
記
』
の
出
事
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
る
。
凶
光
が
枇
川
に
入
っ
た
事
実

を
傍
訛
す
る
も
の
と
し
て
、
い
の
1

中
市
の
引
川
は
多
い
。
回
に
よ
れ
ば
、
凶
光

は
、
出
家
後
約
四
ヶ
月
を
荏
た
応
和
二
年
四
月
一
日

に
、
叫
廷
の
正
式
咋
可
に

(19
)
 

よ
っ
て
「
得
度
」

が
紆
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
い
に
よ
れ

ば
、
「
受
戒
」
は
そ

の
約
三
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
『
大
縞
火
洪
国
』
の
記
述
に
従
え

ば
、
『
略
氾
』
に
「
応
相
元
年
十
二
月
丘
日
、

．．．
 ：
出
家
又
戒
」
と
あ
る
の
は

訊
り
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
『
略
品
』
の
日
付
は
、

高
光
の
柚
川
入
山

の
日

に
閃
し
て
の
み
事
実
を
示
し
て
い
る
、
と
考
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

柚
川
入
山
当
時
、
高
光
の
剃
髪
に
立
ち
合
っ
た
「
阿
闊
梨
」
が
、
『
略
記
』
に

(20) 

•
I
I
L

す
増
加
具
で
は
な
く、

良
源
で
あ
る
と
い
う
平
林
盛
得
氏
の
御
説
は
、

『
略
記
』

の
こ
の
部
分
の
記
事
の
信
頓
性
を
疑
う
に
足
る
、
別
の
側
面
か
ら
の
証
拠
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
高
光
出
家
の
狡
椋
を
『
多
此
峯
少
将
物
ぶ
g

』
初
段
に
見
た
い
。
以

下
の
如
く
で
あ
る
。

比
以
に
の

ほ
り
給
ひ
て
、

御
弟
の
お
は
し
け
る
主
に
お
は
し
て
、
ど
う
神

師
氾
を
召
し
て
「
か
し
ら
剃
れ
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
と
あ
さ
ま
し

く
て
、
禅
師
の
岩
、

「
な
ど
か
く
は
の
た
ま
ふ
。
御
心
か
は
り
や
し
給
ヘ

る
」
と
て
、

の
た
ま
ふ
ま
ま
に
泣
き

給
ふ
。
「
剃
れ
」

と
の
た
ま
ふ
。
阿

間
梨
も
泣
き
て
う
け
た
ま
は
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
御
も
と
ど
り
を
手
づ
か
ら

測
刀
し
て
切
り
給
ひ
け
れ
は
、
い
か
か
は
せ
む
と
て
、
な
ほ
剃
り
給
ひ

け
る
。
押
師
の
力
、
泣
き
ま
ど
ひ
給
け
り
。
阿
闊
梨
も
「
い
と
あ
さ
ま
し

き
わ
ざ
か
な
。

御
は
ら
か
ら

の
刀
た

ち
も
、
お
の
れ
を
こ

そ
、
の
た
ま

は
め
」
と
、
「
御
泊
息
を
だ
に
も
き
こ
え
あ
へ
ず
な
り
ぬ
る
」
と
泣
く
。

こ
こ
に
突
然
脊
拗
し
、
後
に
は
姿
を
見
せ
な
い
「
阿
閣
梨
」
か
、
『
略
記
』
に

品
す
罰
賀
で
は
な
く
、
良
諒
で
あ
る
と
汀
正
さ
れ
た
平
林
氏
の
御
況
に
は
、
触

れ
た
。

だ
が
、
稿
者
が
留
以
し
た
い

の
は
、

平
林
氏
が、

こ
こ
で
の
阿
閤
梨
を

詞
北
の
「
戒
師
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
平
林
氏
は
、
こ
の
初
段
の
記

出
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

物
出
は
砂
光
の
戒
師
を
、

刑
賀
と
は
書

か
ず
、
「
阿
閤
梨
」
と
し
て
い
る

の
て
あ
る
。
そ
れ
か
む
し
ろ
現
実
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
高
光
の
J
し
い

(21) 

戒
師
良
源
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
『
物
品
』
初
段
に
は
、
弟
押

師
の
刀
や
阿
閤
梨
の
制
止
を
振
り
切
っ

- 22 -



て
、
＞
直
IJ
に
、
日
ら
の
詈
を
切
り
雌
す
高
元
と
、
送
巡
の
色
を
ぷ
し
つ
つ
も
已
む

な
く
手
を
ぷ
え
る
阿
間
梨
の
姿
か
贔
か
礼
て
い
る
。
仇
光
は
、
こ
の
時
点
で
俯

形
と
な
っ
た
。
だ
か
、
こ
礼
に
よ
っ
て
、
[
、
.1
兄
の
成
価
か
こ
の
阿
閲
梨
て
あ
る

と
ま
て
．
I

う
こ
と
か
て
き
る
の
て
あ
ろ
う
か
。

高
光
の
よ
う
な
杓
勢
家
の

f
弟
の
出
家
と
い
う
閃
辿
て
、
此
原
道
長
息
顕
信

の
場
合
を
見
、
高
光
の
場
合
と
杓
え
あ
わ
せ
て
み
た
い
。
顕
信
は
、
「
皮
の
叩
」

行
円
上
人
の
所
て
御
⑫
合
を
お
ろ
し
て
い
加
、
。
皮
の
町
＇
は
、
ひ
と
た
び
は
拒
む
も

の
の
、
顕
信
の
忍
志
に
負
け
て
、
詞
夏
す
る
。
が
、
こ
の
間
の
皮
の
叩
は
、
凱

信
受
成
の
師
て
は
な
い
。
顕
信
の
旦
戚
式
は
、
そ
の
後
、
以
山
戒
珀
て
、
附
工

(23) 

筵
炭
を
戒
和
卜
と
し
て
執
り
り
わ
れ
て
い
る
か
ら
て
あ
る
。
皮
の
叩
の
送
巡
と

い
い
、
詞
髪
出
家
の
後
の
正
式
-'9
条
収
と
い
い
、
＞
い
は
仇
兄
の
場
合
と
閏
似
す

る
と
冨
え
る
だ
ろ
う
。
高
北
の
場
合
、
受
戚
か
ど
こ
て
行
わ
礼
、
ど
の
よ
う
な

(24) 

戒
か
授
け
ら
九
た
も
の
か
附
ら
か
て
は
な
い
か
、
『
人
箪
裏
書
』
に
出
す
康
似

二
年
三
月
十
九
日
の
受
成
に
お
け
る
只
戒
師
か
、
「
成
師
」
と
呼
ば
る
べ
き
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
げ
兄
は
、
応
和
元
年
十
二
月
の
段
階
で
は
、

ま
だ
受
戒
し
て
い
な
い
の
て
あ
る
。
『
物
ぷ
い
』
の
初
設
に
は
、
一
砂
光
の
位
引
な

憫
髪
の
行
為
と
そ
れ
に
不
虚
不
承
手
を
貸
す
消
極
的
な
阿
間
梨
の
姿
か
拙
か
肛

て
い
る
の
み
で
、
ま
し
て
や
受
戒
の
貨
実
が
湛
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
高
光
は
、
こ
こ
て
潤
戸
合
し
て
俯
形
と
な
っ
た
も
の
の
、
度
牒
を
う

け
た
わ
け
て
は
な
く
、
こ
の
時
点
以
降
し
ば
ら
く
は
、
「
一
杯
の
私
度
沙
弥
」

と
で
も
称
さ
れ
る
べ
き
て
は
な
い
か
。
高
兄
と
重
な
る
時
代
、
私
度
沙
弥
で

あ
っ
た
者
か
、
後
に
得
度
、
受
成
す
る
例
に
、
空
也
の
場
合
が
あ
る
。
『
空
也

謀
』
に
、
「
在
秋
廿
有
餘
、
於
二
い
仙

1
1分
む
＼
剃
コ
落
饗
1
合
。
空
也
者
、
自

(25) 

称
之
少
弥
名
也
」
と
あ
る
記
巾
げ
）
よ
っ
て
、
）
し
光
貞
氏
は
、
空
也
を
「
一
種

(26) 

の
私
度
沙
弥
で
あ
っ
た
の
て
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
お
よ
そ
二
十
年
後

の
天
贋
一
年
に
誡
山
戒
培
で
空
也
の
得
度
と
受
戒
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て

(

2

7

)

(

2

8

)

 

い
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
、
私
度
偲
命
辿
が
受
戒
を
求
め
た
例
も
見
る
。
高

兄
の
以
合
も
、
『
人
鍼
裏
書
』
の
出
土
と
こ
れ
ら
の
例
を
者
え
合
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
柚
川
入
山
時
の
位
引
な
剥
髪
出
家
と
そ
の
後
の
正
式
な
得
度
及
び
受

戒
を
、
区
別
し
て
名
う
べ
き
て
あ
る
と
息
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
高
光
自
身
に

(29) 

と
っ
て
は
、
『
家
集
』
に
も
、

凰
の

1
は
か
な
く
の
み
買
ゆ
る
こ
ろ

圃
の
巾
に
ふ
る
ぞ
は
か
な
き
あ
は
心
の
か
つ
は
消
え
ぬ
る
物
と
知
る
／
＼

北
の
方
か
く
れ
給
へ
る
こ
ろ

世
の

1
は
か
く
こ
そ
見
ゆ
れ
つ
く
介
＼
と
息
へ
ば
仮
の
臼
り
な
り
け
り

開
の
中
は
か
な
く
て
法
師
に
な
ら
ん
と
息
ふ
頃

頻
む

1
か
月
の
ね
ず
み
の
さ
わ
く
間
の
亨
策
に
か
か
る
露
の
命
は

と
見
る
如
く
、
無
常
の
枇
を
観
じ
て
「
法
師
に
な
ら
む
」
と
す
る
こ
と
は
、
い

わ
ば
ぷ
志
と
て
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
高
光
自
身
に
は
、
私

度
で
あ
れ
授
戒
制
度
に
則
っ
た
公
式
の
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
は
大
き
な
問

題
て
は
な
い
。
高
光
に
と
っ
て
は
、
と
も
か
く
出
家
し
俯
形
に
な
る
こ
と
が
大

事
な
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
強
引
な
剃
髪
行
為
は
、
そ
の
よ
う
な
高
光
の
、
も
は

や
引
き
返
す
つ
も
り
の
な
い
位
固
な
意
志
を
そ
の
ま
A

に
示
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。汀

光
の
出
家
・
得
度
・
受
戒
の
事
実
が
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

間
題
は
、
そ
れ
を
作
者
が
ど
う
受
け
留
め
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
方
向
で
考

え
ら
れ
る
。
作
者
の
そ
の
受
け
留
め
方
が
、
恐
ら
く
、
高
光
の
作
中
呼
称
に
結

び
つ
い
て
い
る
と
息
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

前
節
の
八
表
I
V
に
示
し
た
通
り
、
高
光
の
呼
称
は
、
こ
の
初
段
以
降
し
ば

ら
く
、
在
俗
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
作
者
に
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は
、
訂
光
の
出
家
が
、
席
観
的
事
丈
と
し
て
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず、

心
刑
山

巾
尖
と
し
て
は
存
れ
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
て
は
あ
る
注
い

か。

作
者
も
、
臼
兄
の
出
家
へ
の
ぷ
怯
は
知
っ
て
い
た
に
ち
か
い
な
い
。
そ
し

て
、
凶
北
の
剃
戸
仄
俯
形
と

い
う
客
観

1
巾
丈
も
知
っ
て

い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
り
／
光
の
出
家
が
私
度
的
て
あ
る
故
に
、
作
者
に
は
、
こ
の
時
点
の
闘
光

か
、
冗
仝
な
出
家
者
と
し
て
よ
り
も
、

11俗
の
側
の
人
間
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
た
、
あ
る
い
は
、
そ
う
叉
け
と
め
た
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
て
は
あ
る
ま
い

か。

作
者
は
、
あ
る
間
点
ま
で
、
凸
光
に
対
し
、
出
家
者
の
呼
称
を
川
い
た
＜

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

て
は
、
作
者
か
、
出
家
者
の
呼
祢
を
川
い
る
よ
う
に
な
る
「
あ
る
時
点
」
と

面
）

は
ど
こ
か
。

5wjL
の
化
式
釘
度
が
、
そ
札
に
胄
る
‘
)
釘
度
は
、
正
式
な
俯
侶
と

な
る
第

i

．
少
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
父
師
袖
亡
き
後
、
長
兄
伊
引
を
J
と
す

(31) 

る
師
袖
一

1
の
公
式
な
容
点
を
小
す
も
の
と
名
え
ら
九
る
か
ら
て
あ
る°

砂
兄
が
、
作
者
に
と
っ
て
出
家
者
と

iIfば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
か
、
応

和
二
什
四
月
一
日
の
正
式
冑
良
以
降
と
枯
い
JL
ご
九
、
史
に

fl者
か
そ
の
，
旧
実
を

そ
の
ま
＼
に
作
品
に
杓
ち
込
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
、
作
晶
の

111
て
も
、
四
月

以
降
、
詞
光
は
出
家
の
昨
祢
を
川
い
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
と
こ
ろ
か

『
物
出
』
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
汀
光
に
出
家
の
呼
杵
を
川
い
出
す
の
は
、

「
五
月
一
日
」
を
過
ぎ
に
立
の
あ
る

一
間
点
以
降
の
こ
と
な
の
て
あ
る
。
作
者

は
、
昌
光
の
正
式
釘
良
を
す
ら
晶
め
な
か
っ

た
の

て
あ
ろ
う
か。

そ
う

で
は
あ

る
ま
い
。
作
者
か
そ
れ
を
も
忍
め
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
出
家
の
呼
称
を
川

い
る
刑
山
か
わ
か
ら
な
い
。
込
に
巧
え
て
み
よ
う
。
も
し
竹
者
か
、
い

つ
ま
て

も
．
り
員
を
出
家
者
と
名
え
た
く
な
か
っ
た
の
て
あ
る
な
ら
は
、
作
者
の
そ
の
心

刑
的
汲
囚
に
よ
っ
て
、
高
兄
は
、
『
物
出
』
の
最
後
翠
て
石
俗
の
呼
称
て
呼
ば

れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち

ょ
う
ど
一
い
此
宇
に
お
け
る
砂
兄
へ
の
呼
称
が
そ
う

て

あ

っ
た
よ

う
に

（前
節
に
触
れ
た）
。
作
者
は
、
高
光
の
出
家
を
、
正
式
得
度

に
よ
っ
て
、
も
は
や
覆
せ
な
い
事
態
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ニ

―

段
以
前
の
在
俗
の
呼
称
、
二
三
設
以
降
の
出
家
の
呼
称
の
刑
山
は
、
こ
こ
に
あ

る
。
た
だ
、
そ
の
用
い
方
に
閃
し
て
、
史
実
の
時
間
と
『
物
語
』
の
時
間
に
ず

れ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
て
あ
る
。
作
者
は
史
実
の
時
間
に
忠
実
で
は
な

い
。
作
者
は
、
高
光
の
正
式
得
度
を
念
頭
に
叩
い
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
二
二
段
の

伊
手
ら
の
心
間
以
後
に
拡
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、前
節
て
触
れ
た
二
六
段
と

同
様、

史
実
の
時
間
を
ず
ら
し
た
怠
識
的
改
変
と
冒
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
に
し
た
作
者
の
意
図
が
、
『
物
語
』
の
中
で
実
視
し
て
い
る
と
は
言
い
煎

い
。
稿
者
に
は
、
今
、
判
然
し
な
い
。
『
物
語
』
の
内
容
が
、
地
の
文
に
お
い
て
ニ

分
さ
れ
る
呼
称
と
明
白
な
対
応
を
な
し
て

い
る
と
も
息
え
な
い

か
ら
で
あ
る。

だ
が
、
少
な
く
と
も
呼
称
が
移
り
変
っ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は

作
者
の
怠
識
の
現
れ
だ
ろ
う
か
ら、

次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ

は
、
一
ぃ
臼
光
出
家
の
現
実
の
、
作
者
に
お
け
る
否
認
か
ら
容
認
へ
の
意
識
の
移
り

り
き
を
ホ
し
て
い

る
、
と
。
つ

ま
り
、

古／
光
出
家
事
件
の
渦
中
に
あ

っ
た
作
者

の
、
汀
光
を
変
忙
す
る
帖
か
、
あ
る
肋
点
（
得
度
）
以
降
は
、
高
光
の
存
在
を

0

0

 

出
家
者
と
し
て
容
忍
し
誦
め
て
行
こ
う
と
す
る
愛
忙
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
、

と
名
え
ら
れ
る
の
て
あ
る
。

こ
の
『
拗
詔
』
が
作
晶
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
詞
光
の
多
武
峯
移
仕

(32) 

直
前
て
あ
る
と
名
え
ら
九
て

い
る。

上
坂
信
男
氏
に
、「
多
武
峯
移
住
と

い
う

(33) 

一
爪
深
刻
な
事
付
こ
そ
、
物
出
成
宣
の
有
力
な
動
機
と
芍
え
ら
れ
る
」
と

い
う

向
発．
1

か
あ
る
如
く
、

作
晶
化
の
際
の
作
者
に
と
っ

て
の
主
人
公
は
、
あ
く
ま

て
も
]
'
臼
凡
て
あ
っ
た
。

一り／
光
へ
の
愛
忙
の
佑
こ
そ
が
、
本
『
物
話
』
を
成
立
さ

亡
、
本
『
物
出
』
に
見
え
応
れ
し
て
且
<
-
本
の
糸
筋
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
作
者
は
、
た
た
凸
咬
に
牡
れ
て
い

る
だ
け

で
な
か
っ

た
の

で
あ
る
。
悲
咬
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し
て
い
る
だ
け
て
は
作
品
は
化
ま
九
な
い
。
大
巾
な
こ
と
は
、
そ
の
悲
咬
を
彫

あ
る
も
の
に
変
え
よ
う
と
す
る
間
に
几
き
込
ま
礼
る
竹
者
の
忍
心
的
営
為
て
あ

る
。
地
の
＇
人
に
お
け
る
臼
光
の
呼
杵
の
折
移
を
、
印
応
丈
丈
に
氾
ら
れ
た
も
の

と
し
て
収
り
扱
う
だ
け
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
か
、
闊
光
の
町
人

丈
か
作
者
に
、
~
り
、
竹
者
の
心
識
か
そ
れ
を
已
む
な
く
畠
め
て
い
こ
う
と
す
る

姿
を
小
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
砂
丸
の
視
丈
と
そ
れ
に
対
す
る
竹
名

の
怠
識
か
、
作
者
目
身
に
よ
っ
て
幻
象
化
さ
れ
て
い
る
点
か
見
落
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
の
て
は
な
い
か
。
高
凡
を
容
忍
し
揺
め
て
臼
こ
う
と
す
る
作
者
の
忍

志
的
愛
忙
は
、
凸
凡
へ
の
愛
忙
の
稀
凡
化
を
が
す
の
て
は
勿
国
な
く
、
川
っ

て
、
そ
肛
は
、
加
ま
し
い
愛
忙
へ
と
州
移
す
る
姿
を
小
し
て
い
る
の
た
、
と
名

え
る
。こ

の
加
ま
し
い
笈
柏
は
、
し
か
し
、
地
の
又
に
竹
各
の
い
と
し
て
右
分
に
担

わ
訊
て
い
る
、
と
い
う
も
の
て
は
な
い
。
地
の
＇
人
に
お
い
て
、
竹
者
の
仕
の
芦

(31) 

か
直
怯
に
出
て
い
る
の
は
、
わ
す
か
ニ
ケ
所
巳
辿
き
な
い
。
竹
名
は
、
地
の
文

て、

9111」
を
干
ぷ
に
出
す
こ
と
を
枠
力
抑
間
し
て
い
る
か
の
如
く
な
の
て
あ
る
。

伯
節
て
見
て
米
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
地
の
又
て
あ
る
に
し
て
も
、
作
者
な

り
の
上
人
の
こ
ら
ご
礼
る
一
面
は
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
仰
か
に
、

「
地
の
文
の
利
拙
さ
」
は
、
竹
者
側
人
の
力
凪
の
不
IJL
を

llI
う
に
充
分
て
あ
ろ

う
け
れ
ど
、
そ
の
利
拙
の
1111
に
、
式
た
、

911
ー
」
を
閲
旧
に
抑
し
出
さ
な
い
拙
＇
広

の
111
巳
、
仔
糾
に
見
机
ば
、
作
者
の
し
）
を
開
き
冑
る
の
て
は
あ
る
ま
い
か
、
と

い
う
こ
と
て
あ
る
。

次
の
よ
う
な
点
を
対
比
白
忙
名
え
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
作

者
の

1
て
の
．
凸
光
に
対
す
る
怠
識
は
ほ
ほ
怖
丈
に
折
移
し
て
い
る
の
に
、
主
製

登
以
人
物
の
咬
き
、
見
し
み
は
、
時
間
と
共
に
変
化
推
移
し
て
行
く
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
点
て
の
対
比
て
あ
る
。
高
光
主
に
し
ろ
愛
宮
に
し
ろ
、
詞
光
の
非

打
は
実
悠
的
に
又
け
と
め
ら
肛
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
非
在
が
も
た
ら
す
悲

咬
に
、
質
的
な
変
化
か
忍
め
ら
れ
る
て
あ
ろ
う
か
。
「
つ
ね
に
こ
の
二
所
（
注
・

愛
宮
と
閻
光
宇
）
、
か
な
し
う
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
な
む
間
え
か
は
し
け
る
」

（
二
設
）
と
い
う
の
か
、
変
ら
ぬ
凸
咬
の
実
哩
を
小
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
高
兄
＇
全
の
凸
し
み
は
、
「
尼
に
な
り
な
む
と
泣
き
」
（
二
段
）
、
「
を
り
ふ

し
ご
と
に
位
き
」
（
三
段
）
、
「
楓
き
た
ま
ひ
し
御
侃
刀
の
、
枕
上
な
る
を
見
給

ひ
て
も
泣
き
」
(
+
段
）
、
「
太
刀
は
き
た
る
を
見
れ
ば
、
詮
に
か
き
た
る
さ
へ
な

む
孔
し
」
(
+
六
段
）
と
い
う
秤
類
の
も
の
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
後
も
、

「JI
ハ
は
山
に
ぞ
お
は
す
る
と
て
泣
き
給
ふ
」
（
二
五
段
）
と
引
き
継
が
れ
、
高
光

に
御
衣
を
附
る
間
に
も
、
「
な
み
た
ち
ぬ
ひ
に
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
」
（
三
〇
設
）
と

い
う
具
合
な
の
て
あ
る
。
勿
論
、
時
に
は
「
山
の
れ
の
打
ひ
給
ふ
ら
む
、
わ
れ

焦
食
は
む
こ
そ
ゆ
ゆ
し
け
れ
と
て
、
御
粕
進
を
ぞ
な
ほ
し
給
ひ
け
る
」
(
-
三

役
）
と
い
う
、
凶
兄
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
ぷ
志
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
り
は

す
る
。
か
、
『
物
出
』
の
中
て
の
仇
光
宇
の
凸
哀
の
見
晶
は
、
高
光
を
容
忍
し

謡
め
る
こ
と
へ
向
う
も
の
で
は
な
く
、
伯
述
の
如
き
、
~
在
を
悲
し
ん
で
涙
す

る
と
い
っ
た
体
の
も
の
て
あ
る
。
高
光
宇
や
愛
官
の
悲
咬
が
、
「
お
の
お
の
の

(35) 

立
場
か
ら
化
ま
れ
た
希
望
か
迂
成
さ
れ
な
い
」
こ
と
応
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
に

し
ろ
、
『
物
晶
』
の
中
で
は
、
そ
の
悲
咬
の
質
が
始
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と

は
注
．
認
さ
れ
る
必
炭
か
あ
る
だ
ろ
う
。

i

凹
に
褐
げ
た
八
T
衣

I
V
に
も
見
ら
れ
る

如
く
、
愛
宮
や
詞
兄
屯
の
i,9
光
へ
の
昨
称
は
、
『
物
出
』
を
近
じ
て
在
俗
の
呼
称

が
川
い
ら
礼
る
の
も
、
―
，
口
況
主
•
愛
宮
に
と
っ
て
は
、
凸
光
か
い
つ
ま
て
も
エ

観
的
に
は
出
家
者
て
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
高

光
は
、
い
つ
ま
て
も
「
あ
は
れ
な
る
人
」
て
あ
り
「
恋
し
き
人
」
で
あ
り
続
け
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て
い
る
。

高
光
主
の
側
に

「
忘
れ
窄
」
が
生
え
る
（
二

八
段
）
こ
と
は
決
し
て

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
愛
窮
に
お
い

て
も
詞
様
で
あ
ろ
う
。
高
光
室
や
愛

宮
に
と
っ
て
、
JI
下
し
み
の
烈
が
、

i

．
ぃ
い
換
え
れ
は
、
高
光
へ
の
恣
識
が
変
化
し

て
い
な
い
と
い
う
事
情
か
、
こ
の
あ
た
り
に
も
謁
め
ら
⑰
る
の
て
あ
る
。
作
者

も
主
要
登
拗
人
物
逹
も
、
高
光
の
出
家
に
深
い
悲
咬
を
味
わ
う
点
て
は
同
じ
な

が
ら
、
高
光
に
対
す
る
愈
識
に
お
い
て
は
、
食
い
迅
い
を
見
せ
て
い
る
の
が
、

本
『
物
語
』
の
―
つ
の
特
徴
な
の
だ
と
パ
う
こ
と

か
て
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い

、。
・カ

こ
の
点
を
考
え
介
せ
て
、
最
後
に
、．
り1
兄
出
家

事
件
を
杭
凶
者
的
に
て
は

な
く
、
殆
ど
目
己
の
も
の
と
し
て
又
け
と
め
た
は
す
の
作
者
か
、
本
作
品
を
悶

き
残
そ
う
と
し
た
の
は
何
の
た
め
て
あ
っ
た
の
か
、
以
ド
、
三
点
述
べ
て
み

こ、。
t
Lv
 

第
一
点
は
、
洲
節
て
も
触
狂
た
よ
う
に
、
容
忍
と
訣
別
の
た
め
て
あ
る
。

『
物
語
』
が
、
高
兄

の
多
武
少
孟
砂
仕
直
伯
応
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら

芍
え
れ
ば
、
も
は
や
高
兄
を
本
格
的
に
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
作

者
が
、
哀
し
み
に
涙

っ
て
い
る
ば
か
り
て
は
な
く
、

哀
し
み
を
越
え
て
汀
況
を

容
品
し
、
か
つ

、
諦
め
る
訣
別
の
儀
式
と
し
て、

本
『
物
li
叩
』
が
必
製
で
あ
っ

た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
高
光
の
出
家
を
容
謁
し
、
揺
め
よ
う
と
す
る
作
者
の

扉
ま
し
い
愁
柏
は、

高
光
出
家
に
よ
っ
て
悲
咲
笠
社
れ
る
人
々
の
、
い
つ
ま
で

も
続
く
で
あ
ろ
う
哀
し
み
に
、

―
つ
の
区
切
り
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
と
息
わ
れ
る
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
以
胆
の
役
刈
て
あ
る
。
そ
し
て
、

鋲
魂
と
い

う
こ
と
が
、
な
き
人
の
た
め
は
か
り
で
な
く
、
よ
り
多
く
残
さ
れ
た
人

々
の
魂

を
鎖
め
る
た
め
の
も
の
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
釣
魂
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は、

作
者
一
人
の
た
め
だ
け
て
は
な
く
、
同
時
に
、
残
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々
の
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、

そ
の
出
発
に
お
い
て
極
め
て
狭
い
範
囲
で

(36
)
 

作
ら
れ
亭
受
さ
れ
た
て
あ
ろ
う
瓶
跡
を
物
語
本
文
に
残
し
て
い

る
が
、
そ
の
極

め
て
狭
い
範
旧
の
人
々
と
は
、
高
光
に
直
接
に
関
わ
る
人
々
で
あ
り
、
つ
ま
り

は
、
作
者
及
ひ
作
中
人
物
そ
の
人
近
な
の
で
あ
る
。
高
光
出
家
に
迅
逢
し
た
人

々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
佃
々
の
哀
し
み
を
抱
き
、
ま
た
互
い
に
慰
め
合
っ
た
り
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
哀
し
み
は、

一
個
の
作
品
批
界
に
ま

と
め
ら
れ
た
時
か
ら
、
仝
休
の
哀
し
み
と
な
っ

た
の
で
は
あ
る

ま

い
か
。
即

ち
、
一

書
に
ま
と
め
ら
れ
た
哀
し
み
は
、
作
者
を
も
含
め
て
当
事
者
逹
に
と
っ

て
祈
た
に
涙
の
囚
と
も
な
っ

た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
が
閉
ざ
さ
れ
た

一
個

の
哀
し
み
て
は
な
く
、
共
有
の
哀
し
み
と
な
っ
た
時
、
慰
撫
と
鎮
魂
の
役
割
を

呆
し
た
こ
と
て
あ
ろ
う
と
息
わ
れ
る
。

第
三
に
、
残
さ
れ
た
側
の
人
々
の
悲
咬
を
そ
の
ま
ま
に
遺
す
と

い
う
記
念
碑

的
役
割
が
樅
げ
ら
れ
よ
う
。
哀
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は、

残
さ
れ
た
す
べ

て
の

人
々
が
高
光
を
慈
し
み
愛
伯
し
た
一
訛
と
し
て
の
記
念
て
あ

る
。
『
物
沿
』
の
具

休
的
な
内
容
が
地
の
文
で
は
殷
開
さ
れ
ず
に
、
殆
ど
が
生
の
索
材
に
任
さ
れ
て

い
る
の
は
、
作
者
の
力
批
の
乏
し
さ
を
言
う
だ
け
で
は
足
ら

ず
、
逆
に
、
「
索

(37) 

材
の
持
つ
息
づ
か
い
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
た
」
と
も
考
え
ら
れ
‘

追
呵
不
的
に

は
、
「
闘
光
の
出
家
に
伴
っ

て
人
々
の
心
に
拙
か
れ
た
彼
紋
の
大
小
数
々
」
を
、

人
々
の
映
き
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
追
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
い
わ

ば
、
こ
の
『
物
出
』
は
、
作
者
は
も
と
よ
り
、
作
中
人
物
の
す
べ
て
の
人
々
に

愛
さ
れ
慈
し
ま
れ
た
t
1

兄
を
め
ぐ
っ
て
の
、
広
い
意
味
で
の
愛
の
物
語
と
言
え

る
か
も
知
れ
な
い。

『
多
武
峯
少
胃
物
諮
』
は
、

作
者
が
め
ざ
し
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
渾
然
包
み

込
ん
て
、
と
も
か
く
も
―
つ
の
自
立
し
た
物
語
作
品

（
そ
の
完
成
度
は
高
く
な

い
か
も
知
れ
ぬ
に
し
ろ
）
と
し
て
札
る
の
て
は
な
か
ろ
う
か
。
作
者
自
身
の
直
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接
的
な
悲
哀
の

tij
は
作
晶
の
前
．
印
巳
抑
し
出
さ
九
て
は
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら

す
、
し
か
し
、
臼
光
の
竹
中
呼
怖
こ
象
徽
切
L
l
見
る
作
者
の
加
ま
し
い
汲
柏

は
、
作
中
人
物
辻
の
表
だ
っ
た
凸
哀
の
戸
に
応
門
て
、
『
尻
五
い
』
の
仝
体
に
潜
か

に
確
実
に
息
付
い
て
い

る
と

1

え
る
だ
ろ
う
。
木
村
止
中
氏
が
、
「
こ
の
作
品

は
高
兄
の
出
家
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ

て
孔
歎
に
く
れ
る
人
々
を
構
い
た
と
こ
ろ

尼
作
品
の
本
質
か
あ
る
の

て
は
な
く
、
凶
況
の
出
家
に
連
逢
し
た
作
者
の
悲
し

み
か
エ
辿
て
あ
る
。
•
り
／wや
こ
緑
者
と
の
間
答
歌
・
消
息
を
材
叶
と
し
な
が
ら
、

汀
／
光
を
久
っ

た
作
者
の
悲
屎
の
直
丈
け
を
王
休
白

ピ
よ
況
し

よ
う

と

し

て

い

命）

る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
鈴
本
一
絣
氏
が

「
主
家
の
凸
し
み
を
で
き
る
だ

け
広
く、

で
き
る
だ
け
ゆ
た
か
に
写
す

こ
と

に
よ

っ
て
、，
i
分
の
悲
し
み
を
表

(tlO) 

視
す
る
こ
と
に
代
え
た
の
て
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
通
り
、
稿
者
も

以
上
の
虚
述
か
ら
両
氏
に
な
ら
っ
て
、
「

fl者
の
い
し
み
」
が
他

の

何
に
も
ま

(41) 

し
て
人
き
く
取
り
上
げ
ら
訊
ね
ば
な
ら
な
い
と
息
う
。
た
だ
、
そ
の
「
作
者
の

凸
し
み
」
の
内
質
は
、
作
者
に
お
け
る
、
ぃ
誓
心
へ
の
恥
ま
し
い
変
伯
な
の
だ
、

と
は

．
〗
える
の

で
は
あ
る
ま

い
か
。
作
者
憫
布
の
哀
し
み
は
、
高
光
を
失
っ
た

こ
と
の
哀
し
み
と
、
そ
の
哀
し
み
を
す
ら
対
政
化
し
て
し
ま
う
，
11
己
の
心
の
中

に
あ

っ
た
、
と
考
え
ら
礼
る
。

fl者
は
、

、日
ー」の
哀
し
み
を
訳
に
旱．デら
せ
て
ば

か
り
は
い
な
か
っ
た
。

(
1
)

新
田
孝
子
氏
「
多
式
峯
少
将
物
語
の

一
考
察
ー
ー
そ
の
日
記
的
注
質
に
つ
い
て

|

」
（
『
文
芸
研
究
』・
三
七
集

・

昭
ニ
一
」
ハ
•

三
）
や
鈴
木
一
雄
氏
「
女
流
E
l
l叫

文
学
の
成
立
ー
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
と
そ
の
作
者
'
|
ー
」
（
『
解
釈
と
鑑
裳
』

昭
四

―
.i
i一
）
の
御
指
摘
に
よ
る
。

(
2
)

玉
井
幸
助
氏
『
多
武
案
少
将
物
謁
』
六

0
頁
。
同
氏
『
日
品
文
学
の
研
究
』
一

三
七
頁
。
鈴
木

一
雄
氏
は
具
体
的
に
、

同
様
語
句
の
重
複
、
叙
述
秩
序
の
不
整
、

接
続
助
詞
「
ば
」
「
て
」
の
連
続
な
ど
六
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
（
注
1
所
引
の

鈴
木
氏
論
文
）
。

(
3
)

本
物
品
の
作
者
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
確
定
し
た
も
の
を
見
な
い
。
玉
井
幸
助
氏

は
、
「
高
光
妻
近
侍
者
、
特
に
乳
母
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
（
『
日
記
文
学
の
研

究』

一
五
0
頁）
、
鈴
木

一
雄
氏
は
、
乳
母
と
ま
で
は
限
定
で
き
な
い
ま
で
も
、

干
井
氏
説
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
（
「
多
武
峯
少
将
物
語
の
一
考
察
」
・
『
言
語
と

文
芸
』
四
七
号

・
昭
四
一
・
七
）
。
加
納
消
市
氏
も
、
作
者
に
つ
い

て
従
来
説
を

招
迎
検
討
さ
れ
て
、
高
光
室
近
侍
者
泌
に
近
い
考
え
を
ポ
し
て
お
ら
れ
る
（
「多

武
峯
少
将
物
語
の
作
者
の
位
叩いを
め
ぐ

っ
て
」
・
『
日
本
文
学
叢
孜
』
所
収
・
昭
四

三

・
八
）
。
稿
者
は
、
こ
れ
ら
の
高
光
室
近
侍
者
説
に
従
っ
て
、
考
察
を
辿
め
た

い
。
な
お
、
愛
宮
近
侍
者
説
に
、
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
始
礎
的
研
究
』
（
ニ

四
六
頁
）
、
愛
宮
と
高
光
を
結
ぶ
線
上
に
い
る
人
を
作
者
と
す
る
喝
叫
に
、
上
坂
信

男
氏

『物
語
序
説
』
（

一
七
五
頁
）
が
あ
る
。

(
4
)

本
物
語
は
疎
密
は
あ
る
け
れ
ど
も、

進
行
す
る
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
。
高
光

出
家
後
、
「
月
ご
ろ
に
な
り
ぬ
，
一（二
段）
、「
三
月
ば
か
り
」
（
四
段
）
、

「
四
月
ば

か
り
」
（
六
段）
、
「
四
月
の
つ
ご
も
り
ば
か
り
」
(
-
三
段
）、
「
五
月
つ
い
た
ち
」

（
二
ニ
段
）
、
「
山
は
夏
も
寒
か
な
る
を
」
（
二
九
段）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。

(
5
)

『
公
卿
補
任
』
安
和
三
年
の
条
、
藤
原
為
光
に
「
応
和
二
年
正
七
従
五
上
（
中

宮
御
給
）
。
廿
三
日
右
少
将
」
と
記
す
。

(
6
)

新
田
孝
子
氏
「
多
武
峯
少
将
物
語
の
構
成
に
つ
い
て
」（
『
文
芸
研
究
』
五
五
集

•
昭
四
ニ
・
ニ
）
。

(
7
)

『
日
本
文
学
史
・

1
古
』
（
久
松
潜
一
編
、
至
文
幽
）
四
二
八
頁
。

(
8
)
（9
)

鈴
木
一
雄
氏
「
女
流
文
学
の
形
成
」
（
『
三
省
常
溝
股
日
本
文
学

3
.
1古

ー
』
一
九
三
頁
）
。

(10)

「山
の
君
」
は
「
山
に
居
る
君
」
の
意
と
解
さ
れ
る
。
居
場
所
に
重
点
を
悩
い

た
呼
称
で
あ
り
、
「
入
道
君
」
「
禅
師
対
」
と
は
質
的
に
異
な
る
。
ま
た
、
十
三
段

の
「
山
の
君
」
は
、
高
光
室
の
呼
び
方
に
引
か
れ
た
と
も
見
得
る
。
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(11)

地
の
文
に
お
け
る
他
の
登
場
人
物
の
呼
称
は
、
客
観
呼
称
で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て

い
る
。
高
光
妹
は
「
愛
窮
」
と
名
で
出
る
外
、
男
子
は
官
戦
名
が
多
く
（
兄
弟
の

順
に
よ
る
場
介
も
あ
る
）
、
女
子
は
「
何
々
北
の
力
」
が
多
い
。
師
氏
が
「
お
ほ

ぢ
宕
」
(
-
―
五
段
）
と
呼
ば
れ
る
の
が
珍
し
い
。
こ
れ
は
以
血
内
凹
係
呼
称
で
あ

る。

(12)
高
光
の
島
介
八
よ
＞
か
ら
は
、
一

見
、
官
戦
呼
称
（
少
打
）
↓
馴
垢
所
昨
称
（
山

の
力
）
↓
出
家
者
峠
称
（
入
迅
力
）
と
二
段
陪
の
柑
移
を
小
し
て
い
る
と
も
見

祖

る
が
、
「
山
の
内
」
と
さ
れ
る
十
竺
段
は
、
仇
光
宋
か
ら
の
呼
称
に
引
か
れ
た
か

と
見
得
る
一
回
の
み
で
あ
り
、
大
き
く
は
在
俗
と
出
家
の
対
立
的
呼
称
と
見
て
よ

い
。
「
山
の
宕
」
が
在
俗
の
側
で
あ
る
の
は
、
二

ニ
段
以
降
使
わ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

(13)

鈴
木
一
雄
氏

「
多
武
ネ
少
打
物
出
の

一
考
疾
’
l

(

『．．ぃ詔
と
文
芸
』

凹
七
号
・
昭

四

一
・
七
）

(
1
4
)
平
林
廂
得
氏
「
多
武
ゾ
f
少
将
物
沿
に
み
る
闘
光
出
家
の
周
辺
」
（
『
言
語
と
文

芸
』
・
附
三
八
・
九
）
は
、
こ
の
記
廿
か
ら
通
況
と
し
て

「
翡
光
が
発
心
し
て
、

枇
川
に
培
賀
ひ
じ
り
を
た
ず
ね
、
出
家
し
て
如
立
と
名
屎
っ
た
と
す
る
典
拠
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
但
し
平
林
論
文
の
主
心
は
陪
賀
を
良
源
に
改
め
る
こ
と
に

あ
る
。

(
1
5
)『
闊
土
晶
閉
幽
』
の
「
多
武
~
午
略
記
」
の
損
。

(16)

『
長
谷
じ
ょ
験
記
』
在
↑
・

第
十
冗
F
呪
続
闊
屯
ぃ
類
従
本
に
よ
る
。

(1
7
)
『
大
鍛
』
策
松
本
の
災
悶
（
「
最
も
註
密
な
も
の
で
：
·
：
•
そ
の
価
値
は
極
め
て
可

I

い
」
と
さ
れ
る
。
八
古
典
人
系
本

・
解
況

・
ニ
八
貞
＞
）
に

、
こ

の一
IlL
れ
の
見
出
せ

な
い
こ
と
が
気
に
か
か
る
が
、
新
校
刑
内
類
従
本
は
、
イ
本
貼
紙
と
し
て
こ
の
「
心

噴
を
戟
せ
、
川
文
~
訳
仝
北

1
1本
（
徳
川
本
）
や
「
大
箪
異
本
陰
害
」

(
1史
大
系

所
収
）
も
叔
せ
る
。
『
肝
内
解
題
』
に
よ
れ
ば
、
約
川
本
は
炭
本
、
「
大
鉛
具
本
陰

苦
」
は
略
本
と
さ
れ
、
己
れ
の
9111
翌
刊
目
休
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。

(18)

「
出
家
」
と
い
う
語
は
、
出
家
の
五
衆
な
ど
と
使
わ
れ
る
よ
う
に
、

5
1
良
に
よ

っ
て
度
牒
を
受
け
た
沙
弥
・
沙
弥
尼
、
受
戒
に
よ
っ
て
戒
牒
を
授
け
ら
れ
た
比
丘

・
比
丘
尼
（
大
隅
和
雄
氏
篇
『
日
本
仏
教
史
』
ニ
ニ
頁
）
と
同
義
に
川
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
妻
子
谷
屈
に
別
れ
、
世
務
を
捨
て
て
仏
道
を
修
行
す

る
こ
と
」
（
富
山
い
•
仏
教
大
辞
幽
）
の
心
と
解
さ
れ
る
。

な
お

、

律
令
制
下
で

は
得
度
や
受
成
に
は
官
許
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
安
中
期
に
は
、
病
中
受

戒

・
出
牲
受
戒
な
ど
の
例
に
見
る
如
く
、
戒
観
念
の
変
容
が
あ
り
（
石
田
瑞
麿
氏

『
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』

四
ニ
―

l
四
三
五
頁
）
、

大

勢

と
し
て
、

受
戒
の
家
教
的
息
想
史
的
意
味
が
形
骸
化
し
て
い
た
。
良
源
の
網
紀
成
正
（
井
上

光
貞
氏
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』

一
四
四
頁
）
や
鎌
倉
期
の
実
範

・
俊
初
・

故
昨
ら
の
戒
律
復
製
の
動
き
（
上
田
天
瑞
氏
『
戒
律
息
想
史
』
九
一

~
1
0
三

頁
）
が
そ
れ
を
証
す
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
高
光
の
場
合
は
、
授
戒
制
度
に
則
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(19)

堀
大
慈
氏
「
高
光
と
妍
鉗
」
（
『
仏
教
文
学
研
究
』
(
+
)
所
収
）
は
、
こ

の
記
事

に
よ
っ
て
「
高
光
の
出
家
は
、
枇
川
入
山
の
と
き
直
ち
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
出
家
」
の
義
が
明
確
で
は
な
い
。

(20)

注
1

4

の

平

林

氏

論

文

。

．

(21)

平
林
盛
釘
氏
「
多
武
峯
少
将
物
語
を
ど
う
読
む
か
」
（
『
国
語
と
囚
又
学
』
附
五

六

・
三
）
。
又
、
岩
泊
水
尚
氏
（
久
松
潜
一
編

・
「
日
本
文
学
史

・
1
'
古
」
．
充

文
党
）
も
同
じ
見
解
で
あ
る
（
四
二
三
頁
）
。

（
四
）
『
栄
咄
物
語
』
牲
第
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
に
よ
る
。

(23)

『
大
鎧
』
第
五
咎
「
太
政
大
臣
迅
長
」
に
「
あ
は
れ
天
合
附
主
、
戒
和
詞
の

一

や
」
と
あ
る
。

(24)
多
武
杢
む
は
延
限
寿
の
木
か
だ
か
ら
、
高
光
も
天
台
附
主
を
戒
師
と
し
、
大
乗

戒
を
受
け
た
も
の
か
。

(25)

『
続
群
告
類
従
』
八
輯
下
に
よ
る
。

(26)
（27)

井
上
光
，
具
氏
『
日
本
古
代
の
囚
家
と
仏
教
』
一
三
九
且
、
一
九
〇
直
゜

(28)

『+
1
1
本
説
話
集
』
・
「
伯
浪
の
国
の
聖
の
事
」
。
『
宇
治
拾
造
物
語
』
巻
八
ノ
三
に
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(29)

『
私
家
集
大
成
・巾
古
ー
』
所
収
本
に
よ
り
、
没
字
を
あ
て
た
。
引
例
の
一
首
目
、

『
拾
逍
集
』
の
詞
啓
は
「
怯
師
に
な
ら
む
と
し
け
る
こ
ろ
、
鶯
の
ふ
り
け
れ
ば
：
・

・:
」
と
す
る
。

(30)

そ
れ
を
「
受
戒
の
日
」
に
求
め
る
の
は
、
受
戒
が
『
物
詔
』
の
成
立
後
な
の
で

ぷ
適
で
あ
る
。

(31)

一
条
帆
の
煩
、
宣
曾
に
よ
っ
て
強
闊
的
に
退
俗
さ
せ
ら
れ
る
例
が
『
ム
ー
止
11

物
沿

集
』
殊

J

『
ニ
ー
囮
に
見
ら
れ
る
。
高
光
5
1
度
の
帆
延
の
評
ilJ
は
、
伊
刀
ら
師
価

一

門
が
、

⑮
光
の
遠
俗
を
強
疫
す
る
こ
と
は
も
う
な
い
、

と

い
う

こ
と
を
ホ
す
で

あ
ろ
う
か
ら
、
作
者
に
と
っ
て
は
決
尤
的
直
態
で
あ
っ
た
。

(32)

エ
井
幸
助
氏
『
日
迅
文
学
の
研
究
』

一
LILO貞
。

(33)

上
坂
侶
男
氏
『
物
函
庁
泌
』
一
八
冗

Jiへ）

(34)

最
末
尾
の
一
行
「
す
ぺ
て
す
べ
て
言
ひ
つ
く
す
べ
く
も
な
く
、
い
み
じ
く
あ
は

れ
に
な
む」

と
二
五
段
の
「
か
く
て
あ
は
れ
な
る
こ
と
が
ち
に
な
む
あ
り
け
る
」

の
ニ
カ
所
。
注
8
の
鈴
木
氏
溢
文
に
御
指
摘
が
あ
る
。

(35)

芹
川
耕
一
氏
「
多
武
峯
少
符
物
詔
511
窄
11

」
(
『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
六
号

・
昭

TLo
．
十
一
）
。

、

、

、

、

、

(36)

『
物
話
』
の
冒
須
郊
に

「
も
と
よ
り
か
か
る
心
あ
り
け
れ
ど
」
や
「
た
ゞ
こ
の

れ
の
み
」
な
ど
と
あ
り、

先
行
の
れ
態
を
受
け
て
使
川
さ
る
べ
き
「
か
か
る
」
が
開

在
辟
ク
頭
に
発
訴
さ
れ
る
の
は
、
以
下
に
展
開
さ
れ
る
話
題
が
誰
に
も
明
ら
か
で
あ

る
こ
と
を
前
捉
と
し
て
い
る
。
『
鮎
蛉

LI
心
』
冒
珀
と
同
様
、
極
め
て

「
当
事
名

的
叩
故
」
（
渡
辺
丈
氏
『
平
安
朝
文
・
邸
史
』

・
「w
ー
ヤ
じ
者
的
表
視
の
項
」
）
で
あ
る
。

(37)

槻
木
＂
人
佐
子
氏
「
姑
蛉
日
迅
じ
在
の
文
汽
＇
表
視
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
昭

五
八

・
ニ
）

に
よ
る
。

(38)

上
坂
侶
男
氏
『
物
語
抒
説
』
一
八
JL'具。

(39)

木
村
正
巾
氏
「
日
記
文
学
の
成
立
と
そ
の
忍
義
」
（
『
解
釈
と
鑑
宜
』
昭
三
八

・

一
）。

(40
)

注
1
の
鈴
木
一
雄
氏
論
文
。

(41)

主
辿
論
の
整
狸
は
、
石
原
附
平
氏
に
「
多
武
然
少
将
物
語
の
主
ぬ
」
（
『
帝
京
大

学
文
学
部
紀
嬰
』
昭
五
六
•
三
）
が
あ
る
。
石
原
氏
は
「
妻
の
求
愛
と
総
藤
」
に

主
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
稿
者
は
「
作
者
の
悲
し
み
11
茄
ま
し
い
愛
翡
」

に
主
題

を
見
た
い
。

付
品

本

秘

は

、
筑
波
大
学
大
学
院
油
苦
「
日
本

lll古
文
学
研
究
」
（
昭
和
五
六
年

良
）
に
お
け
る
報
告
に
屈
づ
く
。
御
担
当
の
桑
原
博
史
先
生
に
お
教
え
を
順
い
た
。
ま

た
、
日
本
史
専
攻
の
佐
々
木
哭
先
生
（
北
悔
道
教
育
大
学
）
に
御
助
言
を
瑣
い
た
。

記
し
て
お
礼
巾
し
上
げ
る
。
（
昭
五

八
•
六
・
一
九
）

（
北
悔
道
教
育
大
学
溝
師
）
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