
　
「
青
頭
巾
」
は
、
上
田
秋
成
の
第
九
話
か
ら
な
る
短
編
集
『
雨
月
物
語
』
の
第
八
話
目
に
あ
た
る
。

　

こ
の
話
は
、
食
人
説
話
に
高
僧
説
話
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
人
食
説
話
と
し
て
『
艶
道
通
鑑
』
巻
四
「
大
江
定
基
の
段
」

等
を
、
快
庵
禅
師
の
高
僧
説
話
と
し
て
『
大
中
寺
演
義
』
及
び
『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
等
を
、『
水
滸
伝
』
第
五
回
や
第
六
回
の
一
部

の
プ
ロ
ッ
ト
に
更
に
重
ね
合
わ
せ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
鵜
月
氏
は
、
こ
の
構
成
に
つ
い
て
、「『
水
滸
伝
』
と
の
間
に
知
的
連
想
を

作
り
出
す
こ
と
が
、
構
成
上
の
目
標
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
単
に
構
成
の
一
致
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
作
品
の

構
想
の
全
体
が
実
は
『
水
滸
伝
』
に
胚
胎
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い（
1 
）
る
。」
と
、
こ
の
作
品
の
中
に
お
け
る
典
拠
と
し
て

の
『
水
滸
伝
』
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
「「
青
頭
巾
」
の
前
半
を
や
や
過
ぎ
た
所
」
の
「
筋
と
措
辞
が
『
忠
義
水
滸
伝
』
百
回
本　

第
五
回
「
小
霸
王
醉
入
銷
金
帳　

花
和
尚

大
鬧
桃
花
村
」
第
六
回
「
九
紋
龍
剪
徑
赤
松
林　

魯
智
深
火
燒
瓦
罐
寺
」
に
か
け
て
の
筋
と
措
辞
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い（
2 
）

る
。」
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
典
拠
研
究
と
異
な
り
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
の
典
拠
と
し
て
の

意
図
に
つ
い
て
述
べ
た
研
究
が
、
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
を
論
じ
る
に
は
、『
水
滸
伝
』
の
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魯
智
深
像
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
外
に
、『
水
滸
伝
』
を
典
拠
と
し
た
修
辞
・
叙
述
・
構
想
・
イ
メ
ー
ジ
等

が
、「
青
頭
巾
」
作
品
に
如
何
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
効
果
や
意
味
に
注
目
し
、
論
じ
た
研
究
を
、
鵜
月
氏
や
徳
田（
3 
）

氏
以
外

に
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
森
山
氏
の
指
摘
が
、
言
い
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

内
容
的
に
は
魯
智
深
の
事
件
や
映
像
を
完
全
に
物
語
の
中
か
ら
消
去
し
て
、
そ
の
表
現
の
構
想
の
み
を
奪
取
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
…
…
こ
こ
に
『
水
滸
伝
』
の
叙
述
が
い
か
さ
れ
て
い
よ
う
と
は
、
一
般
の
読
者
は
気
が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
秋
成
の
こ
の
部

分
の
方
法
は
、
映
像
の
中
核
の
消
去
、
そ
の
表
現
の
構
想
の
奪
取
と
い
う
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
典
拠
を
異
化

に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
異
＝
形
象
化
の
方
法
と
呼
び
た
い
と
思（
4 
）
う
。

　
『
水
滸
伝
』
の
叙
述
は
、
本
当
に
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
、
今
一
度
「
青
頭
巾
」
に
『
水
滸
伝
』
を
照

ら
し
合
わ
せ
、『
水
滸
伝
』
が
「
青
頭
巾
」
創
作
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
の
過
程
に

お
い
て
「
映
像
の
中
核
の
消
去
、
そ
の
表
現
の
構
想
の
奪
取
」
と
い
う
評
価
が
示
唆
す
る
意
味
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の

で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
拙
論
の
な
か
で
、
秋
成
が
中
国
小
説
を
「
雨
月
」
作
品
に
取
り
入
れ
る
様
子
を
探
る
た
め
に
三
つ
の
手
法
に
分

け
て
、
分
析
し
て
き
た
。
第
一
類
の
手
法
は
、
作
品
か
ら
措
辞
や
場
面
を
直
接
に
引
用
し
た
手
法
で
あ
る
。
こ
の
手
法
を
多
く
用
い
た

作
品
が
「
菊
花
の
約
」
や
「
蛇
性
の
婬
」
な
ど
で
あ
り
、
確
か
に
構
成
か
ら
、
典
拠
を
踏
襲
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
第
二
類
の
手

法
は
、
措
辞
や
プ
ロ
ッ
ト
を
借
用
す
る
こ
と
で
、
趣
向
を
作
品
に
と
り
込
む
手
法
で
あ
る
。
第
三
類
の
手
法
は
、
間
接
的
な
借
用
で
あ

る
。
明
ら
か
な
借
用
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
表
現
上
の
類
似
性
等
か
ら
含
意
を
認
め
る
か
、
ま
た
は
背
景
に
中
国
文
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学
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
鑑
賞
を
す
る
上
で
も
、
味
わ
い
を
深
め
る
と
い
う
効
果
が
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
方
法
を
通
し
、「
青
頭
巾
」
が
ど
の
よ
う
に
『
水
滸
伝
』
を
典
拠
と
し
て
取
り
入
れ
た
か
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思

う
。『
水
滸
伝
』
は
本
当
に
「
消
去
」
さ
れ
「
異
化
」
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、
秋
成
の
手
法
が
「
菊
花
の
約
」
や
「
蛇

性
の
婬
」
の
よ
う
に
、
中
国
作
品
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
直
接
的
な
引
用
を
し
て
い
な
い
の
で
、
表
面
上
は
そ
の
存
在
が
う
か
が
い

知
れ
な
い
だ
け
で
、「
青
頭
巾
」
作
品
の
叙
述
は
、『
水
滸
伝
』
作
品
の
要
素
が
プ
ロ
ッ
ト
な
り
イ
メ
ー
ジ
な
り
に
存
在
し
、
作
品
の
一

部
と
な
っ
て
、「
青
頭
巾
」
作
品
を
構
築
か
ら
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

さ
ら
に
、
今
回
『
水
滸
伝
』
の
原
作
と
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
と
を
「
青
頭
巾
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
こ
と
で
、
通
説
と
な
っ
て

い
る
『
水
滸
伝
』
の
話
は
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
か
ら
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
少
々
疑
問
が
生
じ
て
き
た
。
秋
成
は

『
水
滸
伝
』
の
原
作
も
参
考
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
本
文

の
「
一
」
で
述
べ
る
。

　

ま
ず
は
、「
青
頭
巾
」
と
『
水
滸
伝
』
の
梗
概
を
比
べ
て
み
る
に
あ
た
り
、
話
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
分
け（
5 
）
て
、
分
析
し
て
い
き
た

い
。
な
お
、
典
拠
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
種
類
の
点
線
「　
　
　
　

」
と
「　
　
　
　

」
の
区
別
が
あ
る
。「　
　
　
　

」
は

第
一
類
の
手
法
と
な
る
、
措
辞
や
場
面
を
直
接
踏
ま
え
て
い
る
も
の
。「　
　
　
　

」
は
第
二
類
の
手
法
で
あ
る
、
典
拠
の
形
象
を
異

な
る
措
辞
で
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
分
析
中
に
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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一�

、
旅
の
僧
が
暮
方
村
里
に
入
り
、
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
裕
福
な
家
の
主
人
が
人
々
を
な
だ
め
て
、
旅
の

僧
を
家
に
請
ず
る
場
面

　

少
し
長
い
の
で
、
先
に
簡
単
に
梗
概
を
述
べ
て
か
ら
、
酷
似
し
て
い
る
箇
所
の
分
析
を
す
る
。
ま
ず
は
、「
青
頭
巾
」
の
梗
概
で
あ

る
。

　

諸
国
を
行
脚
し
て
い
た
快
庵
禅
師
と
い
う
高
僧
が
、
美
濃
国
の
竜
泰
寺
か
ら
奥
羽
の
方
に
旅
立
っ
た
。
下
野
国
の
富
田
と
い
う
里
で

日
が
暮
れ
た
の
で
、
一
宿
を
求
め
よ
う
と
裕
福
そ
う
な
屋
敷
に
立
ち
寄
る
と
、
田
畑
よ
り
戻
る
男
た
ち
が
こ
の
僧
の
立
っ
て
い
る
の
を

見
て
ひ
ど
く
怯
え
た
様
子
で
「
山
の
鬼
が
来
た
ぞ
」
と
わ
め
い
た
。
人
違
い
と
わ
か
る
と
、
非
礼
を
詫
び
て
、
快
く
夕
食
を
も
て
な
し

た
。

　
『
水
滸
伝
』
第
五
回
「
小
霸
王
醉
入
銷
金
帳　

花
和
尚
大
鬧
桃
花
村
」
の
典
拠
で
も
同
様
な
展
開
で
あ
る
。

　

五
台
山
を
追
わ
れ
た
魯
智
深
は
、
智
真
長
老
か
ら
東
京
へ
行
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
山
を
離
れ
る
際
に
、
四
句
の
偈
言
を
授
け
ら
れ

る
。
桃
花
村
に
差
し
か
か
り
、
遠
く
に
荘
院
を
目
に
し
一
宿
を
も
と
め
に
い
く
。
家
の
者
は
こ
れ
を
拒
み
、
さ
ら
に
頼
む
魯
智
深
を
縛

ろ
う
と
し
、
罵
る
者
や
囃
し
立
て
る
者
ま
で
出
て
く
る
。
そ
こ
に
、
主
人
が
走
り
出
て
き
て
、
一
同
を
な
だ
め
、
魯
智
深
か
ら
わ
け
を

き
く
と
、
家
に
招
き
入
れ
た
。

　

次
に
、
酷
似
し
て
い
る
箇
所
の
分
析
を
こ
こ
ろ
み
る
。

　
　

あ①

る
じ
山
柺
を
と
り
て
走
り
出
で
、
外
の
方
を
見
る
に
、
年
紀
五
旬
に
ち
か
き
老
僧
の
、
頭
に
紺
染
の
巾
を
帔
き
、
身
に
墨
衣
の
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破
れ
た
る
を
穿
て
、
裹
み
た
る
物
を
背
に
お
ひ
た
る
が
、
杖②

を
も
て
さ
し
ま
ね
き
、「
檀
越
な
に
事
に
て
か
ば
か
り
備
へ
給
ふ

や
。
遍③

参
の
僧
今
夜
ば
か
り
の
宿
を
か
り
奉
ら
ん
と
て
こ
こ
に
人
を
待
ち
し
に
、
お④

も
ひ
き
や
か
く
異
し
め
ら
れ
ん
と
は
。
痩
法

師
の
強
盗
な
ど
な
す
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
な⑤

あ
や
し
み
給
ひ
そ
＊

」
と
い
ふ
。
荘
主
柺
を
捨
て
て
手
を
拍
て
笑
ひ
、「
渠⑥

等
が
愚

な
る
眼
よ
り
客
僧
を
驚
し
ま
ゐ
ら
せ
ぬ
。
一⑦

宿
を
供
養
し
て
罪⑧

を
贖
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
、
礼⑨

ま
ひ
て
奥
の
方
に
迎
へ
、
こ⑩

こ

ろ
よ
く
食
を
も
す
す
め
て
饗
し
け
り
。

　
　

魯②

智
深
提
起
禪
杖
，
卻
待
要
發
作
，
只①

見
莊
裏
走
出
一
個
老
人
來
。
但
見
那
老
人
，
年
近
六
旬
之
上
。
拄
一
條
過
頭
拄
杖
，
走
將

出
來
，
喝②

問
莊
客

：「
你
們
鬧
甚
麼
？
」
莊
客
道

：「
可
奈
這
個
和
尚
要
打
我
們
。」
智
深
便
道

：「
小③

僧
是
五
臺
山
來
的
和
尚
，
要

上
東
京
去
幹
事
，
今
晚
趕
不
上
宿
頭
，
借③

貴
莊
投
宿
一
宵
，
莊④

家
那
廝
無
禮
，
要
綁
縛
洒
家
。」
那⑨

老
人
道
：「
既
是
五
臺
山
來
的

僧
人
，
隨
我
進
來
。
智
深
跟
那
老
人
直
到
正
堂
上
，
分
賓
主
坐
下
。
那
老
人
道

：「
師
父
，
休⑤

要
怪
＊

。
莊⑥

家
們
不
省
得
師
父
是
活

佛
去
處
來
的
，
他
作
繁
華
一
例
相
看
。
老⑧

漢
從
來
敬
重
佛
天
三
寶
，
雖
是
我
莊
上
今
夜
有
事
，
權⑦

且
留
師
父
歇
一
宵
了
去
。
…
…

太⑩

公
道

：「
師
父
請
喫
些
晚
飯
，
不
知
肯
喫
葷
腥
也
不
？
」
…
…
沒
多
時
，
莊
客
掇
張
桌
子
，
放
下
一
盤
牛
肉
，
三
四
様
菜
蔬
，

一
雙
箸
，
放
在
魯
智
深
面
前
。

　
　
（
魯
智
深
が
禅
杖
を
持
ち
出
し
、
暴
れ
だ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
屋
敷
か
ら
老
人
が
一
人
出
て
き
た
の
が
見
え
た
。
そ
の
老
人
を

見
る
と
、
年
の
頃
は
六
十
歳
を
過
ぎ
て
い
る
。
身
の
丈
よ
り
も
長
い
杖
を
つ
い
て
出
て
き
て
、
小
作
人
に
大
声
で
「
何
を
騒
い
で

い
る
」
と
問
う
と
、
小
作
人
は
「
ど
う
に
も
こ
う
に
も
、
こ
の
坊
主
が
私
た
ち
を
殴
ろ
う
と
し
た
ん
で
す
。」
と
い
う
。
魯
智
深

は
「
自
分
は
五
台
山
か
ら
来
た
僧
で
東
京
に
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
夜
一
晩
の
宿
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
ち
ら
に
宿

を
借
り
よ
う
と
し
た
ら
、
小
作
人
ら
は
無
礼
に
も
私
を
縛
ろ
う
と
し
た
ん
だ
。」
と
い
う
と
、
老
人
は
、「
五
台
山
か
ら
き
た
僧
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よ
、
私
に
つ
い
て
来
な
さ
れ
」
と
、
魯
智
深
を
居
間
に
招
き
入
れ
た
。「
師
よ
、
ど
う
ぞ
悪
く
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
小
作
人

達
は
師
が
高
僧
の
お
ら
れ
る
場
所
か
ら
来
ら
れ
た
と
は
知
ら
ず
、
に
ぎ
や
か
な
輩
と
し
て
見
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
は
生
来
仏

の
教
え
や
僧
侶
を
敬
い
重
ん
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
の
宅
で
は
今
夜
あ
る
こ
と
が
有
り
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
師
に
は
一
晩
お
泊

ま
り
い
た
だ
き
ま
す
。
主
は
「
ど
う
ぞ
晩
ご
飯
を
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
、
生
臭
物
は
召
し
上
が
り
ま
す
か
？
…
…
ほ
ど
な
く

小
作
人
が
テ
ー
ブ
ル
を
持
っ
て
き
て
、
牛
肉
一
皿
と
、
三
四
品
の
料
理
と
箸
一
膳
を
、
魯
智
深
の
前
に
並
べ
た
。）

　
「
＊
」
が
付
い
て
い
る
「
休
要
怪
」
は
訳
に
し
る
し
た
よ
う
に
、「
ど
う
ぞ
悪
く
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
秋

成
は
こ
の
箇
所
か
ら
「
な
あ
や
し
み
給
ひ
そ
」
と
い
う
台
詞
を
導
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
思
い
違
い
を
し
て
引
用
し
た
か
、
そ

れ
と
も
こ
の
言
葉
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
で
は
こ
の
箇
所
に
あ
た
る
句
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
和
尚
怒
（
イ
カ
リ
）
ヲ
休

（
ヤ
メ
）
玉
ヘ
」
―
（（　

）
内
の
文
字
は
上
記
の
漢
字
に
振
ら
れ
た
カ
ナ
で
あ
る
。
―
筆
者
注
）「
休
要
怪
」
と
同
じ
意
味
を
、
異

な
っ
た
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
あ
る
が
、「
あ
や
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
導
け
な
い
。
秋
成
は
「
な
あ
や
し
み
給
ひ
そ
」
と

い
う
語
句
で
、「
私
を
あ
や
し
い
者
と
思
わ
な
い
で
下
さ
い
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
怪
（
あ
や
し
い
）」
に
「
休
要
」
と
い

う
禁
止
の
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
お
り
、『
水
滸
伝
』
原
作
と
「
青
頭
巾
」
で
の
違
い
は
、「
怪
」
と
い
う
意
味
を
、『
水
滸
伝
』
原

作
で
は
「
責
め
る
、
と
が
め
る
」
と
い
う
意
味
で
使
い
、「
青
頭
巾
」
で
は
「
怪
し
む
、
い
ぶ
か
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
違

い
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
左
記
に
あ
げ
て
い
る
箇
所
の
冒
頭
は
、「
あ
る
じ
…
見
る
に
」
と
な
っ
て
お
り
、『
水
滸
伝
』
原
作
で
も
魯
智
深
が
「
見
」
て

い
る
こ
と
を
、
二
度
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
で
は
こ
の
箇
所
に
あ
た
る
句
は
、「
禅
杖
ヲ
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風
車
ニ
輪
（
マ
ハ
）
シ
メ
、
打
て
蒐
（
カ
カ
ラ
）
ン
ト
セ
シ
処
ニ
、
門
ノ
内
ヨ
リ
一
個
（
ヒ
ト
リ
）
ノ
老
人
走
リ
出
（
イ
ツ
）
ル
。
此

人
年
已
ニ
六
十
有
余
ニ
シ
テ
…
」
と
い
う
、
第
三
者
が
述
べ
る
客
観
的
な
叙
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の

「
見
る
」
と
い
う
言
葉
一
つ
で
、
叙
述
か
ら
受
け
る
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
全
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
主
人
の
目
を
通
し
て
老
僧
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
、
語
句
を
追
っ
て
い
る
読
者
の
脳
裏
に
は
、
老
僧
一
人
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
見
知
ら
ぬ
者
へ
の
警
戒
心
と
い
う
主
人
の
感
情
を
も
、
読
者
は
な
ぞ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

『
水
滸
伝
』
の
原
作
も
同
じ
で
、
魯
智
深
の
視
界
を
と
お
し
て
、
そ
の
場
の
情
景
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
原
作
で
は
、
小
作
人
達
が

訳
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
た
か
と
思
う
と
、
さ
ら
に
主
人
が
出
て
き
た
。
さ
て
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
魯
智
深
の

困
惑
し
た
思
い
に
、
読
者
が
同
調
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
の
叙
述
で
は
、
客
観
的
な
表
現
方

法
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
読
者
の
脳
裏
に
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
人
物
は
お
ら
ず
、
た
だ
、
魯
智
深
と
小
作
人
が
お
り
そ
こ
に
主

人
が
現
れ
る
、
と
い
う
情
景
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

以
上
の
二
点
の
箇
所
か
ら
、
秋
成
が
「
青
頭
巾
」
を
創
作
す
る
際
に
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
の
み
な
ら
ず
、
原
作
を
も
引
用
し
て

い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

　

①
の
情
景
に
描
か
れ
て
い
る
主
人
と
快
庵
禅
師
の
描
写
は
、
し
ば
し
ば
『
水
滸
伝
』
の
「
似
年
近
六
旬
之
上
。
拄
一
條
過
頭
拄
杖
，

走
將
出
來
」
か
ら
の
引
用
と
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
「
只
見
莊
裏
走
出
一
個
老
人
來
。
但
見
那
老
人
時
」
も
同
じ
情
景

を
描
い
て
い
る
。「
青
頭
巾
」
で
は
主
人
が
快
庵
禅
師
を
「
見
て
」
い
る
の
で
あ
る
が
、『
水
滸
伝
』
で
は
魯
智
深
が
主
人
を
「
見
」
て

い
る
。
ま
た
、
②
の
快
庵
禅
師
が
「
杖
を
も
て
さ
し
ま
ね
き
」
主
人
に
訊
い
て
い
る
箇
所
は
、『
水
滸
伝
』
で
は
荘
園
主
の
劉
老
人
が

小
作
人
に
「
喝
問
」
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
景
の
描
き
方
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
魯
智
深
の
言
動
が
快
庵
禅
師
の
み
に
描
か
れ
る
わ
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け
で
は
な
く
、
主
人
に
重
ね
た
り
、
劉
老
人
の
言
動
を
快
庵
禅
師
に
映
し
た
り
と
、
情
景
や
言
動
を
細
か
く
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
①

の
情
景
の
下
地
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
叙
述
が
二
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
典
拠
で
は
似
通
っ
た
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

の
だ
が
、
秋
成
は
短
い
言
葉
で
ス
ッ
キ
リ
と
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

右
の
分
析
か
ら
、「
菊
花
の
約
」
や
「
蛇
性
の
婬
」
の
よ
う
に
話
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ

の
一
段
を
相
当
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
翻
案
方
法
は
、
典
拠
の
順
番
や
動
作
主
を
変
え
た
り
、
言
葉
を
変
化
さ
せ
て
原

作
の
意
味
を
組
み
入
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
表
現
方
法
の
緻
密
さ
が
よ
く
伺
え
る
場
面
で
あ
り
、
秋
成
の
翻
訳
方
法
の
技
の
高
さ
が
伺

え
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
主
人
は
旅
僧
に
、
人
々
が
彼
を
見
て
騒
い
だ
理
由
を
語
る
場
面

　

主
人
が
快
庵
禅
師
に
、
先
ほ
ど
連
中
が
禅
師
を
見
て
恐
れ
た
理
由
を
語
る
と
い
う
話
の
骨
子
に
は
、『
水
滸
伝
』
第
五
回
の
話
が
そ

の
ま
ま
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
高
僧
の
人
食
説
話
を
組
み
込
む
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
、『
水
滸
伝
』
の
劉

老
人
が
語
っ
た
理
由
は
、
桃
花
山
の
盗
賊
の
頭
領
が
、
劉
家
の
今
年
十
九
に
な
る
娘
を
見
初
め
、
今
晩
婚
礼
を
し
に
や
っ
て
く
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
由
自
体
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
青
頭
巾
」
の
理
由
と
な
る
故
事
の
細
部
は
、『
水
滸
伝
』
の
こ
の
箇
所
か
ら
要
素
を
細
か
く
引
き
出
し
、
よ
り
立

体
感
の
あ
る
話
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
様
相
が
み
え
る
。
そ
の
手
法
を
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。

　

富
田
の
里
で
、
暮
れ
に
な
る
と
家
々
の
戸
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
主
な
わ
け
は
、
童
子
の
屍
を
食
ら
い
鬼
と
化
し
た
こ

と
が
直
接
の
原
因
で
は
な
く
、
鬼
僧
が
、「
夜
々
、
里
に
下
り
て
人
を
驚
殺
し
、
或
は
墓
を
あ
ば
き
て
腥
々
屍
を
喫
ふ
あ
り
さ
ま
」
だ
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か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
さ
れ
ど
い
か
が
し
て
こ
れ
を
征
し
得
ん
」
と
い
っ
た
、
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
状
態
の
ま
ま
で

あ
る
か
ら
、
唯
一
の
手
立
て
が
「
た
だ
暮
れ
に
な
る
と
家
々
の
戸
を
閉
ざ
す
の
み
」
で
あ
る
。「
さ
る
ゆ
ゑ
の
あ
り
て
こ
そ
、
客
僧
を

も
過
り
つ
る
な
れ
」
と
言
っ
て
、
主
人
は
話
を
切
り
あ
げ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鬼
僧
が
墓
を
暴
き
に
里
に
下
り
て
こ
な
け
れ
ば
、
鬼

僧
は
人
々
に
と
っ
て
生
活
に
関
わ
り
な
い
、
遠
い
存
在
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
箇
所
は
ま
さ
に
、『
水
滸
伝
』
で
劉
老
人
が
魯
智
深
に
理
由
を
話
し
て
い
る
一
場
面
の
要
素
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

被
此
間
有
座
山
，
喚
做
桃
花
山
，
近
來
山
上
有
兩
個
大
王
，
扎
了
寨
柵
，
聚
集
著
五
七
百
人
，
打
家
劫
舍
。
此
間
青
州
官
軍
捕

盜
，
禁
他
不
得
。
因
來
老
漢
莊
上
討
進
奉
，
見
了
老
漢
女
兒
，
撇
下
二
十
兩
金
子
、
一
疋
紅
錦
為
定
禮
，
選
著
今
夜
好
日
，
晚
間

來
入
贅
老
漢
莊
上
。
又
和
他
爭
執
不
得
，
只
得
與
他
，
因
此
煩
惱
，
非
是
爭
師
父
一
個
人
。

　
　
（
近
く
に
桃
花
山
と
呼
ぶ
山
が
あ
り
ま
す
が
、
近
頃
二
人
の
盗
賊
の
頭
領
が
寨
を
構
え
て
、
五
百
人
に
も
七
百
人
に
も
な
る
数
の

手
下
を
集
め
、
民
家
に
強
盗
に
押
し
入
り
、
そ
れ
を
青
州
の
官
軍
も
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
私
の
家
に
も

冥
加
金
を
た
か
り
に
き
た
際
に
、
娘
に
目
を
つ
け
る
と
、
金
子
二
十
両
と
紅
錦
一
匹
を
結
納
品
に
よ
こ
し
ま
し
た
。
今
夜
が
そ
の

婚
礼
日
と
い
う
こ
と
で
、
夜
に
は
我
が
家
に
婿
入
り
に
や
っ
て
き
ま
す
。
と
て
も
争
う
こ
と
の
で
き
る
相
手
で
は
な
く
、
娘
を
渡

す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
し
て
、
師
の
こ
と
で
も
め
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。）

　

直
接
の
言
葉
は
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
話
の
筋
を
一
つ
一
つ
に
、
異
な
る
表
現
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
、
認
識
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
―
盗
賊
達
が
山
里
に
下
り
て
き
て
、
人
々
を
脅
か
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
軍
す
ら
手
を
つ
け
ら

れ
な
い
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
状
況
だ
か
ら
、
た
だ
娘
と
品
物
を
渡
す
し
か
手
立
て
が
な
い
。
―
―
と
い
う
理
由
の
骨
子
自
体
は
同
じ
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な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
村
人
を
震
え
上
が
ら
せ
て
い
る
山
賊
の
頭
領
は
「
殺
人
不
眨
眼
魔
君
」（
殺
人
を
し
て
も
ま
ば
た
き
す
ら
し
な
い
魔
も
の
）
で

あ
る
。
頭
領
の
残
酷
さ
を
印
象
づ
け
る
「
魔
君
」
と
い
う
語
か
ら
は
、「
青
頭
巾
」
で
里
の
人
を
震
え
上
が
ら
せ
る
鬼
僧
が
元
は
高
僧

で
あ
っ
た
も
の
の
、「
心
放
」
っ
た
こ
と
か
ら
「
妖
魔
と
な
」
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。

　
　
　
三
、
旅
僧
は
、
村
や
家
を
悩
ま
せ
て
い
る
人
物
を
翻
意
さ
せ
る
こ
と
を
主
人
に
告
げ
る
場
面

　

快
庵
禅
師
は
、
主
の
話
を
き
い
て
、「
世
に
は
不
可
思
議
の
事
も
あ
る
も
の
か
な
」
と
、
不
可
思
議
な
話
の
数
々
を
、『
五
雑
組
』
か

ら
引
用
し
て
ひ
と
し
き
り
述
べ
る
。
そ
し
て
、
阿
闍
梨
の
話
に
も
ど
り
、「
よ
き
法
師
な
る
べ
き
も
の
を
」
と
哀
れ
み
、
阿
闍
梨
が
以

前
、
修
行
に
励
ん
だ
の
も
、
そ
の
後
愛
欲
の
迷
路
に
陥
っ
て
鬼
と
化
し
た
の
も
、「
ひ
と
へ
に
直
く
た
く
ま
し
き
性
の
な
す
所
」
で
あ

る
と
説
く
。

　
　

そ
も
平
生
の
行
徳
の
か
し
こ
か
り
し
は
、
仏
に
つ
か
ふ
る
事
に
志
誠
を
尽
せ
し
な
れ
ば
、
其
童
児
を
や
し
な
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、

あ
は
れ
よ
き
法
師
な
る
べ
き
も
の
を
。
一
た
び
愛
慾
の
迷
路
に
入
り
て
、
無
明
の
業
火
の
熾
な
る
よ
り
鬼
と
化
し
た
る
も
、
ひ
と

へ
に
直
く
た
く
ま
し
き
性
の
な
す
所
な
る
ぞ
か
し
。
心
放
せ
ば
妖
魔
と
な
り
、
収
む
る
と
き
は
仏
果
を
得
る
と
は
、
此
の
法
師
が

た
め
し
な
り
け
る
。
老
衲
も
し
こ①

の
鬼
を
教
化
し
て
本
源
の
心
に
か
へ
ら
し
め
な
ば
、
こ
よ
ひ
の
饗
の
報
ひ
と
も
な
り
な
ん
か

し
」
と
、
た②

ふ
と
き
こ
こ
ろ
ざ
し
を
発
し
給
ふ
。
荘③

主
頭
を
畳
に
摺
て
、「
御
僧
こ
の
事
を
な
し
給
は
ば
、
此③

の
国
の
人
は
浄
土

に
う
ま
れ
出
で
た
る
が
ご
と
し
」
と
、
涙
を
流
し
て
よ
ろ
こ
び
け
り
。
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こ
の
場
面
で
は
、
先
に
あ
げ
た
魯
智
深
の
話
に
続
く
一
段
の
語
彙
が
、
肝
心
な
言
葉
と
し
て
、
表
に
出
す
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

魯
智
深
は
剛
毅
な
性
格
だ
け
に
、
劉
老
人
の
話
を
聞
き
、
開
口
一
番
に
、「
彼
が
思
い
直
す
よ
う
、
拙
僧
が
説
得
し
て
や
ろ
う
」
と
、

山
賊
の
頭
領
を
翻
意
さ
せ
る
意
を
告
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
快
庵
禅
師
が
意
を
告
げ
る
の
は
、
話
の
最
後
に
な
る
の
で
、
引
用
箇
所
が

反
対
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。

　
　
　

智②

深
聽
了
道

：「
原
來
如
此
。
小
僧
有
個
道
理
，
教
他
回
心
轉
意
，
不
要
娶
你
女
兒
如
何
？
」
太
公
道

：「
他
是
個
殺
人
不
斬
眼

魔
君
，
你
如
何
能
夠
得
他
回
心
轉
意
？
」
智
深
道

：「
洒②

家
在
五
臺
山
（
智
）
真
長
老
處
，
學
得
說
因
緣
，
便
是
鐵
石
人
，
也
勸

得
他
轉
。
今
晚
可
教
你
女
兒
別
處
藏
了
，
俺
就
你
女
兒
房
內
說
因
①

緣
勸
他
便
回
心
轉
意
。」
太
公
道

：「
好
卻
甚
好
，
只
是
不
要
捋

虎
鬚
。」
智
深
道

：「
洒
家
的
不
是
性
命
！
你
只
依
著
俺
行
、
並
不
要
説
有
洒
家
。」
太
公
道

：「
卻③

是
好
也
！
我
家
有
福
，
得
遇
這

個
活
佛
下
降
。」
莊
客
聽
得
，
都
喫
一
驚
。（
原
文
中
の
（
智
）
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
）

　
　
（
魯
智
深
は
聴
く
や
い
な
や
「
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
。
な
ら
ば
拙
僧
に
考
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
や
つ
に
思
い
直
さ
せ

て
、
そ
な
た
の
娘
御
を
娶
る
の
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
如
何
か
な
？
」
と
い
う
。
劉
老
人
は
、「
あ
や
つ
は
殺
人
を

犯
し
て
も
ま
ば
た
き
一
つ
し
な
い
魔
も
の
で
す
。
あ
な
た
が
ど
う
や
っ
た
ら
彼
の
考
え
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
？
」
と
い
う
。
魯
智
深
は
「
お
い
ら
は
五
台
山
の
智
真
長
老
の
と
こ
ろ
で
、
因
縁
を
説
く
こ
と
を
学
ん
だ
身
だ
、
冷
徹
で
血
も

涙
も
な
い
奴
に
だ
っ
て
説
い
て
改
心
さ
せ
る
さ
。
今
晩
は
娘
御
を
他
の
場
所
に
隠
し
て
お
い
て
、
お
い
ら
が
娘
御
の
部
屋
で
や
つ

に
因
縁
を
説
き
、
改
心
さ
せ
よ
う
。」
と
い
う
と
、
劉
老
人
は
「
あ
り
が
た
い
に
は
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
危
険
な
こ
と
に
臨

む
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
ら
な
い
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
。」
と
い
う
と
、
魯
智
深
は
「
お
い
ら
の
命
は
な
ん
で
も
な
い
さ
。
お
い
ら

の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
さ
え
い
れ
ば
良
い
し
、
お
い
ら
の
こ
と
は
気
に
し
な
い
で
く
れ
よ
。」
と
い
っ
た
。
劉
老
人
は
「
そ
れ
は
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あ
り
が
た
い
！
我
が
家
に
活
き
仏
さ
ま
が
お
越
し
に
な
る
と
は
、
幸
せ
な
こ
と
だ
。」
と
い
い
、
小
作
人
達
は
皆
聞
い
て
、
大
変

驚
い
た
。）

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、
魯
智
深
は
開
口
一
番
に
「
回
心
轉
意
」
さ
せ
る
と
口
外
し
、
意
を
告
げ
て
い
る

の
に
対
し
、
快
庵
禅
師
が
鬼
僧
を
翻
意
さ
せ
る
と
い
う
意
志
を
口
外
す
る
の
は
、
話
の
終
わ
り
に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
自
信
満
々
の
魯
智
深
に
対
し
、
懐
疑
的
な
劉
老
人
が
、
何
回
も
否
定
的
な
言
葉
を
発
し
て
、
魯
智
深
の
知
力
を
図
る
く
だ
り
は
、

「
青
頭
巾
」
で
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
快
庵
禅
師
が
意
を
告
げ
る
と
、
主
人
は
す
ぐ
に
「
頭
を
畳
に
摺
り
て
」「
涙
を
流
し
て
よ
ろ
こ
」

ぶ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
に
は
、
快
庵
禅
師
が
高
僧
だ
と
い
う
こ
と
を
、
魯
智
深
の
よ
う
に
明
確
に
あ
ら

わ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
快
庵
禅
師
は
自
ら
を
「
遍
参
の
僧
」
と
告
げ
た
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
主
人
が
知
る
よ
し
も
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
魯
智
深
は
自
分
の
来
歴
を
告
げ
た
。
劉
老
人
は
、
魯
智
深
が
、
活
仏
が
い
る
と
い
う
「
五
台
山
」
か
ら
来
た
僧
だ

と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
が
ゆ
え
に
、
家
に
通
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
劉
老
人
は
不
安
か
ら
懐
疑
的
な
こ
と
ば
を
発

し
、
危
険
な
こ
と
を
す
る
な
と
魯
智
深
の
申
し
出
を
断
ろ
う
と
す
る
。
対
し
て
、「
青
頭
巾
」
の
主
人
は
ま
る
で
全
幅
の
信
頼
を
快
庵

禅
師
に
寄
せ
た
よ
う
に
、
心
配
す
ら
も
せ
ず
、
快
庵
禅
師
の
一
言
で
、
涙
を
流
し
て
喜
ん
だ
。
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の
場
面
で
は
、
読

者
も
「
青
頭
巾
の
」
主
人
の
気
持
ち
に
同
化
で
き
、
違
和
感
な
く
話
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
典
拠
作
品
と
の
比
較
を
し
な
け
れ
ば
、

快
庵
禅
師
が
鬼
僧
の
と
こ
ろ
へ
赴
く
と
い
う
こ
と
が
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
が
止
め
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
疑
問
に

す
ら
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
、
快
庵
禅
師
が
鬼
僧
の
話
を
聞
く
と
、
す
ぐ
に
並
べ
立
て
た
不
可
思
議
な
話
の
意
味
が
あ
る
と
、
筆
者
は
み
る
。

そ
こ
で
さ
ら
に
、「「
洒
家
在
五
臺
山
智
真
長
老
處
，
學
得
說
因
緣
，
便
是
鐵
石
人
，
也
勸
得
他
轉
。」
の
一
行
に
注
意
し
た
い
。
直
接
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引
用
し
た
箇
所
は
な
く
、
上
記
で
分
析
し
た
二
種
類
い
ず
れ
の
手
法
で
も
な
い
た
め
、
下
線
を
二
重
線
（　
　

）
に
変
え
て
い
る
。

　

こ
の
魯
智
深
の
言
葉
は
、
鼻
息
荒
く
顎
を
突
き
出
す
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
奢
り
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
自
信
に
あ
ふ
れ
た

様
を
目
に
浮
か
ば
せ
る
の
で
あ
る
。「
五
臺
山
智
真
長
老
に
就
い
て
学
ん
だ
」
と
い
う
権
威
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
確
固
た
る
自
信
を
表

現
し
て
い
る
。
お
か
げ
で
、
劉
老
人
も
魯
智
深
に
任
せ
よ
う
と
、
心
に
変
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
窮
地
を
救
う
に
も
、
救

わ
れ
る
側
が
、
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
側
に
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
な
い
と
、
そ
の
手
を
握
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
対
話
を
通
し
て

言
語
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
一
行
は
、
相
手
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
説
得
す
る
言
葉
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
青
頭
巾
」
で
は
何
処
に
か
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
世
に
は
不
可
思
議
の
事
も
あ
る
も
の
か
な
」
と
、
不
可
思

議
な
話
の
数
々
を
ひ
と
し
き
り
述
べ
た
の
ち
、
鬼
僧
の
話
に
も
ど
り
、「
そ
も
平
生
の
行
徳
の
か
し
こ
か
り
し
は
、
仏
に
つ
か
ふ
る
事

に
志
誠
を
尽
せ
し
な
れ
ば
」
と
い
う
話
か
ら
始
ま
り
、「
心
放
せ
ば
妖
魔
と
な
り
、
収
む
る
と
き
は
仏
果
を
得
る
と
は
、
此
法
師
が
た

め
し
な
り
け
る
」
ま
で
の
一
段
で
あ
る
。
此
処
で
秋
成
は
、
人
間
の
中
に
お
け
る
聖
な
る
も
の
、
超
越
的
な
も
の
と
、
そ
れ
に
対
す
る

妖
な
る
も
の
、
魔
的
な
も
の
を
明
確
化
し
て
示
す
と
と
も
に
分
極
化
し
、
さ
ら
に
こ
の
二
つ
を
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
と
し
て
統
合

し
て
い
る
。
読
者
は
快
庵
禅
師
の
話
を
通
し
て
、
鬼
僧
の
心
の
内
を
覗
き
見
、
鬼
僧
が
変
化
し
た
内
面
に
興
味
を
覚
え
て
手
を
伸
ば
そ

う
と
し
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
、
内
な
る
不
可
思
議
さ
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
快
庵
禅
師
は
、
魯
智
深
の
よ
う
に
権
威
や
自
信
を
表
現
せ
ず
と
も
、
主
や
読
者
に
自
ら
の
内
に
潜
ん
で
い
る
得
体
の
知
れ
な

い
世
界
を
、
そ
の
言
葉
に
よ
り
気
配
ほ
ど
で
も
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
高
僧
で
あ
る
と
い
う
信
頼
を
自
然
に
得
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
が
、『
雨
月
物
語
』
が
あ
る
意
味
近
代
的
だ
と
評
さ
れ
る
由
縁
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
、
旅
僧
が
荒
れ
果
て
た
寺
に
い
た
る
場
面

　

快
庵
禅
師
が
山
寺
に
行
っ
て
み
る
と
、「
楼①

門
は
荊
棘
お
ひ
か
か
り
、
経②

閣
も
む
な
し
く
苔
蒸
ぬ
。
蜘③

網
を
む
す
び
て
諸④

仏
を
繋

ぎ
、
燕
子
の
糞
護
摩
の
床
を
う
づ
み
、
方
丈
廊
房
す
べ
て
物
す
さ
ま
じ
く
荒
れ
は
て
ぬ
。」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
箇
所
は
、『
水
滸
伝
』「
第
六
回 

九
紋
龍
剪
徑
赤
松
林　

魯
智
深
火
燒
瓦
罐
寺
」
で
魯
智
深
が
「
瓦
罐
寺
」
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
、

ひ
ど
く
荒
廃
し
て
い
た
さ
ま
を
描
写
風
景
か
ら
引
用
し
て
い
る
。 

次
に
引
用
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
言
葉
を
入
れ
替
え
、
つ
な
ぎ
合

わ
せ
、
廃
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
短
い
言
葉
で
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

鐘①

樓
倒
塌
，
殿
宇
崩
摧
。
山
門
盡
長②

蒼
苔
，
經②

閣
都
生
碧
蘚
。
…
…
，
觀④

世
音
荊
棘
纏
身
，
…
…
，
帝④

釋
欹
斜
，
口③

內
蜘
蛛
結

網
。

　
　
（
鐘
楼
は
倒
塌
し
，
殿
宇
は
崩
摧
す
。
山
門
は
尽
く
蒼
苔
を
長
り
，
経
閣
は
都
て
碧
蘚
生
う
。
…
…
，
観
世
音
は
荊
棘
を
身
に
纏

い
，
…
…
，
帝
釈
は
欹
斜
し
て
，
口
内
に
蜘
蛛
網
を
結
ぶ
。）

　

こ
の
短
文
の
中
に
は
、
秋
成
が
、「
青
頭
巾
」
作
品
中
に
『
水
滸
伝
』
の
叙
述
を
取
り
込
む
上
で
の
手
法
が
、
も
っ
と
も
特
徴
的
に

現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
原
文
は
、
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
語
句
を
変
え
て
、
表
現
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
語

句
を
重
ね
る
と
い
う
そ
の
表
現
方
法
は
、
読
者
に
荒
涼
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
秋
成

は
、
重
な
っ
て
い
る
語
句
を
、
こ
と
ご
と
く
そ
ぎ
落
と
し
、
細
か
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
表
現
の
風
通
し
を
よ
く
し
て
い
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る
。
そ
の
効
果
は
、
情
景
に
た
だ
荒
廃
の
さ
ま
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
荒
廃
し
て
い
る
な
か
に
も
、
情
調
的
な
余
韻
を
持
た
せ
た
叙
述

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
五
、
寺
で
は
な
か
な
か
対
応
す
る
者
が
出
て
こ
な
い
が
、
や
が
て
痩
せ
た
僧
が
現
れ
る
場
面

　

山
寺
で
鬼
僧
と
対
面
す
る
場
面
で
あ
る
。
荒
廃
し
て
い
る
山
寺
の
光
景
に
加
え
て
、
痩
せ
こ
け
た
僧
が
、
や
っ
と
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
み

出
て
き
て
応
対
す
る
。
こ
こ
は
、
ど
こ
か
異
常
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
一
段
で
あ
る
。

　
　

快①

庵
禅
師
寺
に
入
り
て
錫
を
鳴
し
給
ひ
、「
遍
参
の
僧
今
夜
ば
か
り
の
宿
を
か
し
給
へ
」
と
、
あ
ま
た
た
び
叫
ど
も
さ
ら
に
応
な

し
。
眠②

蔵
よ
り
痩③

槁
た
る
僧
の
漸④

々
と
あ
ゆ
み
出
で
、
咳⑤

び
た
る
声
し
て
、「
御⑥

僧
は
何
地
へ
通
る
と
て
こ
こ
に
来
る
や
。
此⑦

の

寺
は
さ
る
由
縁
あ
り
て
か
く
荒
は
て
、
人⑧

も
住
ま
ぬ
野
ら
と
な
り
し
か
ば
、
一⑨

粒
の
斎
糧
も
な
く
、
一⑩

宿
を
か
す
べ
き
は
か
り
ご

と
も
な
し
。
は
や
く
里
に
出
で
よ
」
と
い
ふ
。

　

快
庵
禅
師
が
寺
に
入
っ
て
何
度
呼
べ
ど
も
対
応
さ
れ
な
い
場
面
や
、「
痩
槁
た
る
僧
」、「
一
粒
の
斎
糧
も
な
く
」
と
い
う
言
葉
が
直

接
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
言
葉
を
変
え
て
典
拠
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
映
し
出
す
手
法
に
よ
り
、「
瓦

罐
寺
」
の
退
廃
的
な
雰
囲
気
を
作
品
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
　

智①

深
把
禪
杖
就
地
下
搠
著
，
叫
道

：「
過
往
僧
人
來
投
齋
。」
叫
了
半
日
，
沒
一
個
答
應
。
…
…
，
尋
到
廚
房
後
面
一②
④

間
小
屋
，
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見
幾
個
老
和
尚
坐
地
，
一③

個
個
面
黃
肌
瘦
。
…
…
那⑤

和
尚
搖
手
道

：「
不
要
高
聲
。」
智⑥

深
道

：「
俺
是
過
往
僧
人
，
討
頓
飯
喫
，

有⑦

甚
利
害
。」
老⑩

和
尚
道

：「
我
們
三
日
不
曾
有
飯
落
肚
，
那
裏
討
飯
與
你
喫
？
」
…
…
老
和
尚
道

：「
你
是
活
佛
去
處
來
的
僧
，

我
們
合
當
齋
你
。
爭⑧

奈
我
寺
中
僧
眾
走
散
，
並⑨

無
一
粒
齋
糧
。
老⑩

僧
等
端
的
餓
了
三
日
。」

　
　
（
魯
智
深
は
禅
杖
を
握
っ
て
ど
ん
と
地
面
を
つ
く
と
、
大
声
で
「
通
り
過
が
り
の
僧
だ
が
、
お
斎
に
あ
ず
か
り
た
い
。」
と
い
っ

た
。
大
声
で
い
く
ら
呼
ん
で
も
、
ち
っ
と
も
返
事
が
な
い
。
…
…
厨
房
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
後
ろ
の
小
屋
に
何
人
か
の
年
を

と
っ
た
和
尚
が
座
っ
て
い
た
。
誰
も
か
れ
も
顔
色
は
黄
色
く
く
す
み
、
痩
せ
こ
け
て
い
る
。
…
…
そ
の
和
尚
は
手
を
横
に
振
り
な

が
ら
「
大
き
な
声
を
出
す
で
な
い
。」
と
い
っ
た
。
魯
智
深
は
「
お
い
ら
は
通
り
す
が
り
の
僧
だ
が
、
飯
を
恵
ん
で
も
ら
い
た

い
。
何
か
ま
ず
い
こ
と
で
も
あ
る
の
か
な
？
」
と
い
う
と
、
年
老
い
た
和
尚
は
「
我
々
は
す
で
に
三
日
間
飯
を
腹
の
中
に
入
れ
て

い
な
い
の
だ
、
ど
こ
に
お
ま
え
さ
ん
に
食
べ
さ
せ
る
飯
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。」
と
い
う
。
…
…
老
和
尚
は
「
そ
な
た
は
活
仏
が

お
ら
れ
る
処
か
ら
来
た
僧
侶
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
当
然
斎
を
さ
し
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
我
が
寺
の
僧
達
は

ち
り
ぢ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
一
粒
も
施
す
糧
が
な
い
の
だ
よ
。
老
僧
達
は
本
当
に
こ
の
三
日
間
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
て
い

る
の
だ
。」
と
い
う
。）

　

部
屋
か
ら
弱
々
し
く
歩
き
出
し
て
き
た
僧
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
一
間
小
屋
」
に
坐
っ
て
い
た
何
人
か
の
僧
が
「
老
和
尚
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
老
人
の
あ
ぶ
な
げ
な
足
取
り
で
よ
た
よ
た
と
小
屋
か
ら
出
て
き
た
様
子
が
、
そ
の
ま
ま
山
寺

の
僧
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
水
滸
伝
』
で
は
施
し
を
受
け
た
い
と
い
う
申
し
出
を
、
一
晩
泊
ま
ら
せ
て
欲
し
い
と
い
う
要
望

に
変
え
て
、「
青
頭
巾
」
の
作
品
中
に
生
か
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
人
も
住
ま
ぬ
野
ら
と
な
」
っ
た
の
も
、
瓦
罐
寺
の
僧
達

が
す
で
に
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
を
、
さ
ら
に
誇
張
し
た
様
相
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
一
宿
を
か
す
べ
き
は
か
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り
ご
と
も
な
し
」
と
い
う
状
況
も
、
老
僧
達
が
三
日
間
も
飯
を
腹
に
入
れ
て
い
な
い
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
て
い
る
、
と
い
う
プ
ロ
ッ

ト
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
場
面
で
注
目
し
た
い
手
法
と
し
て
、
魯
智
深
が
言
っ
て
い
る
「
有
甚
利
害
」
と
い
う
言
葉
を
、「
青
頭
巾
」
で
は
立
場
を
替
え

て
、
訪
問
先
の
山
寺
の
僧
が
「
さ
る
由
縁
あ
り
て
」
と
い
う
言
葉
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
由
縁
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
快
庵
禅

師
は
訪
れ
て
お
り
、
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
に
み
え
る
一
言
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
快
庵
禅
師
を
追
い
払
お
う
と
い
う
意
味
を
持
ち

な
が
ら
、
読
者
に
は
こ
れ
か
ら
何
か
が
起
こ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
、
要
の
一
言
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
言
葉
を
添
え
る
き
っ

か
け
を
作
っ
た
の
は
、
魯
智
深
が
い
ぶ
か
し
げ
に
訊
い
た
こ
の
一
言
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
秋
成
は
、
立
場
を
入
れ
替
え
て
同
じ

よ
う
な
表
現
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
何
気
な
い
一
言
を
、
効
果
を
何
倍
に
も
増
幅
さ
せ
て
、
重
要
な
一
言
に
創
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
六
、
結
論

　
「
青
頭
巾
」
作
品
の
前
半
を
、『
水
滸
伝
』
の
第
五
回
、
第
六
回
と
つ
ぶ
さ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
今
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き

た
以
上
に
、
趣
向
や
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
入
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
手
法
は
、
一
人
の
人
物
か
ら
発
せ

ら
れ
た
言
葉
を
、
何
人
か
の
人
物
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
せ
、
特
徴
あ
る
人
物
形

象
を
創
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

秋
成
作
品
が
成
功
し
て
い
る
手
法
と
し
て
、
今
回
よ
く
わ
か
っ
た
の
が
、
言
葉
を
見
事
に
細
か
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

彼
は
一
言
の
背
景
に
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
非
常
に
的
確
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
効
果
な
運
用
を
見
い
だ
す
の
に

も
、
長
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
語
句
や
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
細
か
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
技
法
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で
、
典
拠
上
の
意
味
に
は
本
来
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
イ
メ
ー
ジ
ま
で
醸
し
だ
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
こ
と
と
思
う
。

　

そ
の
特
殊
な
手
法
ゆ
え
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ま
る
で
典
拠
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
秋
成
自
身
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
か
、

用
い
ら
れ
て
い
て
も
「
消
化
」
さ
れ
「
異
化
」
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
分
析
に
よ
り
、
実
際
は
言
葉
の

意
味
や
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
使
い
、
語
り
や
構
成
に
大
き
く
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
た
。
典
拠
か
ら
引
用
さ
れ
た
言
葉

は
、
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
他
の
言
葉
達
の
下
敷
き
に
な
り
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
を
魅
せ
、
作
品
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、「
浸
透
」
と
い
う
曖
昧
な
も
の
で
な
く
、
目
を
こ
ら
す
と
輪
郭
が
は
っ
き
り
と
浮
き
出
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
気
な
く
見

て
い
る
と
一
つ
の
風
景
の
よ
う
に
、
背
景
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
絶
妙
な
典
拠
方
法
で
あ
る
。
読
者
は
時
々
顔
を
出
す
漢
語
に

異
文
化
の
刺
激
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
『
水
滸
伝
』
の
起
伏
に
富
ん
だ
話
の
流
れ
と
、
数
々
の
人
物
の
生
き
生
き
と
し
た
言

動
が
、
和
語
で
綴
ら
れ
て
い
る
世
界
を
支
え
て
い
る
と
は
気
づ
か
な
い
。
物
語
は
短
い
言
葉
で
テ
ン
ポ
よ
く
話
が
展
開
す
る
も
の
の
、

そ
の
実
、
物
語
に
活
力
を
あ
た
え
、
そ
の
情
景
や
心
情
を
鮮
や
か
に
描
き
だ
し
て
い
る
の
は
、
典
拠
の
言
葉
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

世
界
に
目
を
こ
ら
し
て
背
景
や
輪
郭
に
目
を
こ
ら
し
て
い
く
と
、
何
よ
り
も
、
秋
成
の
言
語
感
覚
の
鋭
さ
と
、
物
語
創
作
の
手
法
の
巧

み
さ
を
再
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
手
法
を
踏
ま
え
た
次
の
段
階
と
し
て
、
魯
智
深
の
人
物
形
象
の
意
図
が
、
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
「
心
放
せ
ば
妖
魔
と
な
り
、
収
む
る
則
は
仏
果
を
得
る
」
と
い
う
快
庵
禅
師
の
言
葉
は
、『
水
滸
伝
』
第
四
回
で
、
智
真
長
老
が
魯
智

深
を
指
し
て
い
っ
た
「
此
人
上
應
天
星
，
心
地
剛
直
。
雖
然
時
下
兇
頑
，
命
中
駁
雜
，
久
後
卻
得
清
淨
，
正
果
非
凡
，
汝
等
皆
不
及

他
。」（
こ
の
人
上
は
天
の
星
に
応
じ
、
心
は
剛
直
で
あ
る
。
今
は
凶
暴
な
輩
で
あ
り
、
入
り
乱
れ
た
命
の
も
と
に
い
る
が
、
い
ず
れ
は

清
浄
に
な
っ
て
非
凡
な
悟
り
を
開
き
、
汝
ら
が
及
び
も
つ
か
な
い
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。）」
と
説
い
た
言
葉
か
ら
き
て
い
る
と
も
言
わ
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れ
る
。
無
論
、『
怪
談
と
の
ゐ
袋
』
の
「
魔
仏
一
如
と
観
じ
」
と
い
う
言
葉
が
も
っ
と
も
照
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
言
葉
自
体

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な（
6 
）

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
徳
田
氏
は
、「
直
接
の
オ
リ
ジ
ン
は
他
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
」
と
い
い
つ
つ
「
む
し
ろ
『
水
滸
伝
』
か
ら
選
ば
れ
た
構
想
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
、
こ
の
言
葉
が
選
ば
れ
て
い
た
と

考
え
て
い
い
だ
ろ（
7 
）

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
今
回
の
分
析
を
通
し
、
筆
者
も
そ
の
思
い
を
強
く
持
っ
た
。
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
す
で
に
鵜
月
・
徳
田
両
氏
に
よ
っ
て
、
魯
智
深
の
人
物
形
象
は
、
快
庵
禅
師
と
山
寺
の
僧
の
二
人
に
分
化
さ
れ
て
い
る

と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
秋
成
は
人
間
の
性
を
、
魔
的
な
も
の
と
聖
な
る
も
の
に
分
化
し
、
対
極
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の

対
極
化
し
て
い
る
双
方
の
性
は
、
魯
智
深
一
人
の
身
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
魯
智
深
の
二
つ
の
性
を
分
化
し
、
院

主
と
快
庵
禅
師
そ
れ
ぞ
れ
に
象
徴
す
る
性
と
し
て
形
象
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

両
者
の
意
見
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
、
こ
の
二
つ
の
性
と
人
物
の
形
象
化
は
、
善
悪
の
倫
理
以
前
に
人
間
の
本
然
を
構
想
す
る
と
い
う

独
自
な
考
え
方
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
な
構
成
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
秋
成
は
そ
の
鋭
い
感
覚
で
、
人
間
に
潜
む
性

を
見
つ
め
、
認
識
し
、「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
作
家
秋
成
の
思
想
を
描
き
出
し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
性
と
「
水
滸
伝
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
次
回
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

・ 「
青
頭
巾
」
は
、
中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
校
注
・
訳
『
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨
物
語
』（
日
本
古
典
文
学

全
集
48
）
小
学
館
、
一
九
九
三
年
、
に
よ
る
。

・ 『
水
滸
伝
』
は
、
李
卓
吾
批
評
『
明
容
與
堂
刻
水
滸
傳
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
に
よ
る
。（『
水
滸
伝
』
の
引
用
箇
所

に
お
け
る
日
本
語
訳
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。）

・『
通
俗
忠
義
水
滸
伝
』
は
、
中
村
幸
彦
編
『
近
世
白
話
小
説
翻
訳
集　

第
六
巻
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
、
に
よ
る
。
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（
1
）　

鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
六
〇
五
頁
。

（
2
）　

徳
田
武
『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』
青
裳
堂
書
店
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
、
三
〇
三
頁
。

（
3
）　

鵜
月
氏
は
『
雨
月
物
語
評
釈
』
に
お
い
て
、
徳
田
氏
は
「
第
二
部　

読
本
の
成
立　

第
八
章　

秋
成
と
『
水
滸
伝
』
―
『
青
頭
巾
』
に
お
け
る
―

（
同
注
２
）
に
お
い
て
、『
水
滸
伝
』
典
拠
と
し
て
の
意
味
を
研
究
さ
れ
た
結
果
、
魯
智
深
の
イ
メ
ー
ジ
が
分
化
さ
れ
て
、
快
庵
禅
師
ば
か
り
で
な
く
、
当

の
院
主
も
魯
智
深
の
お
も
か
げ
を
わ
か
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
快
庵
と
院
主
の
二
人
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。

（
4
）　

森
山
重
雄
『
幻
妖
の
文
学　

上
田
秋
成
』
三
一
書
房
、
一
九
八
二
年
、
七
七
頁
。

（
5
）　

話
の
分
け
方
は
、
徳
田
氏
の
論
文
「
第
二
部
読
本
の
成
立　

第
八
章
秋
成
と
『
水
滸
伝
』
―
『
青
頭
巾
』
に
お
け
る
―
」
に
お
い
て
、
六
場
面
に
分

類
し
た
研
究
を
参
考
に
し
た
。（
同
注
（
２
））

（
6
）　

内
村
和
至
氏
は
「「
青
頭
巾
」
論
―
「
魔
仏
一
如
」
観
批
判
―
」
の
中
で
、「
魔
仏
一
如
」
と
い
う
言
葉
を
、
秋
成
の
仏
教
観
と
共
に
、
今
一
度
見
直

す
必
要
が
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。（『
上
田
秋
成
論
―
国
学
的
想
像
力
の
圏
域
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
7
）　

同
注
（
２
）、
六
〇
五
頁
。

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
法
学
部
准
教
授
―

「青頭巾」の翻案方法―『水滸伝』を中心に〔中田　妙葉〕
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