
一
　
は
じ
め
に

　
「
青
頭
巾
」
は
、「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
を
書
き
表
す
た
め
に
、
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
秋
成
は
「
直
く
た
く
ま
し

き
性
」
を
形
象
化
す
る
た
め
に
、『
水
滸
伝
』
の
魯
智
深
の
人
物
象
を
用
い
た
。
筆
者
は
以
前
、『
水
滸
伝
』
の
原
作
と
『
通
俗
忠
義
水

滸
伝
』
の
要
素
が
、「
青
頭
巾
」
作
品
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
創
作
手
法
で
受
容
さ
れ
て
い
る
か
検
証
し
た
。
そ
の
拙（
1 
）
文
の
な
か

で
、
魯
智
深
一
人
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
形
象
的
表
現
を
、
院
主
の
み
で
な
く
快
庵
禅
師
の
形
象
化
に
も
用
い
た
、
と
い
う
再
確
認
も

お
こ
な
っ
た
。

　

魯
智
深
像
は
、
院
主
の
形
象
化
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
な
か
、
鵜
月
洋
氏
と
徳
田
武
氏
は
早
く
か
ら
、

快
庵
禅
師
に
も
魯
智
深
の
人
間
像
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
述
べ
ら
れ
て
き
た
（
2 
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
形
象
化
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
意
見
は
少
々
異
な
り
を
み
せ
て
い
る
。
鵜
月
氏
は
「
作
者
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
お
り
、「
こ
れ
が
、
魯
智
深
の
俤
を
分
化
し
た
院
主
と
快
庵
禅
師
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
代
表
さ
れ
て
い
る
（
3 
）」。

と
い
う
。
つ
ま
り
、「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
の
聖
な
る
も
の
、
超
越
的
な
も
の
を
形
象
化
さ
せ
た
も
の
が
快
庵
禅
師
で
あ
り
、
そ
れ
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に
対
応
す
る
妖
な
る
も
の
、
魔
的
な
も
の
を
形
象
化
さ
せ
た
も
の
が
院
主
で
あ
る
と
い
う
。

　

対
し
て
徳
田
氏
は
、「
快
庵
禅
師
の
人
間
像
に
は
「
青
頭
巾
」
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
表
面
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
ほ

か
に
、
裏
面
に
潜
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
魯
智
深
の
人
間
像
が
あ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
「
総
角
よ
り
教
外
の
旨
を
あ
き
ら
め
」
た
「
大

徳
の
聖
」
と
い
う
人
間
像
と
と
も
に
、
大
酒
呑
み
で
人
を
殺
め
る
、
破
壊
無
慚
の
堕
落
僧
と
い
う
人
間
像
が
、
快
庵
禅
師
に
は
混
在
し

て
い
る
（
4 
）。」「
快
庵
禅
師
の
行
動
の
裏
に
は
、
あ
た
か
も
影
武
者
の
如
く
、
魯
智
深
の
行
動
が
埋
在
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と

は
、
快
庵
禅
師
の
内
面
に
は
魯
智
深
の
持
つ
妖
魔
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い（
5 
）
る
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
聖
な
る
高
僧
で
あ

る
快
庵
禅
師
は
、
物
語
中
で
は
表
面
上
魔
的
な
形
象
表
現
を
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
水
滸
伝
』
の
魯
智
深
像
が
重
ね
ら
れ
て
お

り
、
一
見
高
僧
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
魯
智
深
と
同
じ
属
性
「
破
壊
無
慚
の
堕
落
僧
」
と
い
う
一
面
を
秘
め
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
象
化
が
、
人
物
像
の
内
面
を
想
像
さ
せ
、
快
庵
禅
師
像
を
よ
り
奥
深
く
肉
付
け
し
、
他
面
な
人
間
像
を
醸

し
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

両
者
と
も
、
魯
智
深
像
と
は
、
魔
的
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
要
素
だ
け
で
な
く
、
聖
な
る
も
の
を
も
あ
ら
わ
す
要
素
を
併
せ
持
っ
て

お
り
、
そ
れ
故
「
青
頭
巾
」
に
お
い
て
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
を
表
現
す
べ
く
人
物
と
し
て
、
秋
成
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
意

見
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
形
象
化
に
お
い
て
、
快
庵
禅
師
と
院
主
と
に
、
聖
な
る
も
の
と
魔
的
な
も
の
と
し
て
分

化
・
対
極
化
し
て
表
現
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
快
庵
禅
師
の
人
間
像
に
は
、
聖
な
る
も
の
と
魔
的
な
も
の
双
方
が
潜
在
し
て
い
る

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
か
。
本
論
で
は
、「
総
角
」、「
紺
染
の
巾
」、「
得
悟
」
か
ら
、
快
庵
禅
師
と
院
主
の
形
象
に
お
い
て
、
魯
智

深
像
を
ど
の
よ
う
に
「
青
頭
巾
」
に
取
り
入
れ
た
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
　
総
角

　

む
か
し
快
く
は
い

庵あ
ん

禅ぜ
ん

師じ

と
い
ふ
大
徳と
こ

の
聖ひ
じ
りお
は
し
ま
し
け
り
。
総わ
か
き角
よ
り
教
き
や
う

外ぐ
は
いの
旨む
ね

を
あ
き
ら
め
給
ひ
て
。
常
に
身
を
雲
水
に
ま
か

せ
た
ま
ふ
。

　

快
庵
禅
師
を
紹
介
す
る
冒
頭
部
の
文
で
あ
る
。
徳
田
氏
は
快
庵
禅
師
に
は
、
魯
智
深
像
が
根
底
に
あ
る
と
し
て
、「
快
庵
禅
師
の
内

面
に
は
魯
智
深
の
持
つ
妖
魔
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
作
品
に
お
け
る
快
庵
禅
師
の
内
面
の

妖
魔
と
し
て
の
具
体
的
な
表
現
は
、
指
摘
し
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
注
目
し
た
の
が
小
椋
嶺
一
氏
で
あ
る
。
秋
成
が
、
快
庵
禅
師
を

紹
介
す
る
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
総
角
よ
り
教
外
の
旨
を
あ
き
ら
め
」
と
記
し
、
快
庵
の
少
年
時
を
「
総
角
」
と
書
い
て
「
わ
か
き
」
と
読

ま
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
秋
成
に
は
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
だ
と
論
じ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
総
角
」
の
命
名
歌
「
総あ
げ
ま
き角
の
長
き
契
り
を
結
び
こ
め
同
じ
所
に
よ
り
あ
は
な
む
」
の
世
界
で
あ
る
。
…
…

即
ち
、
快
庵
禅
師
の
少
年
時
代
の
横
顔
が
「
総
角
」
の
よ
く
似
合
う
美
少
年
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
快

庵
の
少
年
時
の
出
家
の
動
機
も
又
鮮
明
化
す
る
。
…
…
愛
欲
煩
悩
の
世
界
を
断
絶
し
、
肉
体
を
風
雲
流
水
の
世
界
に
ま
か
せ
よ
う

と
し
た
少
年
の
決
意
の
内
側
の
深
淵
と
、
阿
闍
梨
の
陥
っ
た
地
獄
と
そ
う
遠
く
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
「
総
角
」
は
暗
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
成
が
「
青
頭
巾
」
の
世
界
の
描
出
に
際
し
、
快
庵
像
に
『
水
滸
伝
』
の
魯
智
深
を
重
層
さ
せ
、
彼
の
得
体

を
知
れ
な
く
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
と
連
動
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
（
6 
）。

　

小
椋
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
秋
成
の
創
作
手
法
を
鑑
み
る
と
、「
総
角
」
に
は
意
味
を
増
幅
さ
せ
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
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と
、
筆
者
も
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
秋
成
は
『
雨
月
』
の
物
語
に
お
い
て
、
時
に
深
い
意
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
一
字
一
句
を
吟
味

し
選
定
し
て
、
創
作
し
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
小
椋
氏
は
、「
総
角
」
を
「
わ
か
い
」

と
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
読
者
に
「
総
角
の
似
合
う
美
少
年
」
と
い
う
連
想
を
さ
せ
、
そ
こ
に
男
色
の
意
味
を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
総
角
」
は
「
あ
げ
ま
き
」
と
読
み
、
日
本
の
上
古
に
お
け
る
幼
童
の
髪
型
の
名
で
あ
る
。
頭
髪
を
中
央
か
ら
左
右
に
分
け
、
両
耳

の
上
で
輪
の
形
に
束
ね
、
角
の
よ
う
に
結
う
。
ま
た
そ
の
髪
形
の
少
年
や
、「
青
頭
巾
」
で
秋
成
が
使
っ
て
い
る
よ
う
に
「
あ
げ
ま
き

を
結
う
年
頃
」
を
も
指
す
。
中
国
の
髪
形
「
総
角
（
そ
う
か
く
）」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
部
で

は
、
幕
末
頃
ま
で
結
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
数
冊
の
『
雨
月
』
の
註
釈
書
を
見
る
か
ぎ
り
（
7 
）、
右
に
記
し
た
以
上
の
意
味
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
な
ぜ
「
あ
げ
ま
き
」
に
「
総
角
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
た
の
か
、
で
あ
る
。
漢
字
で

「
あ
げ
ま
き
」
は
、
他
に
「
揚
巻
」
と
も
記
す
。
ま
た
「
あ
げ
ま
き
」
以
前
に
あ
り
、「
あ
げ
ま
き
」
が
そ
の
髪
形
を
変
形
さ
せ
た
も
の

に
、「
角
髪
（
み
づ
ら
・
つ
の
が
み
）」、「
美
豆
良
（
み
ず
ら
）」
が
あ
る
。
や
は
り
髪
を
頭
の
中
央
か
ら
左
右
に
分
け
て
下
ろ
し
、
両

耳
の
あ
た
り
で
輪
の
よ
う
に
し
、
束
ね
て
緒
で
結
ぶ
。
上
代
は
成
人
男
子
の
髪
形
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
以
降
は
、
主
に
少
年
の
髪

形
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
髪
形
か
ら
「
若
い
」
と
い
う
表
現
、
ま
た
は
、
小
椋
氏
が
指
摘
す
る
「
美
し
い
少
年
」
を
導
き
出
し
た
い
の

で
あ
れ
ば
、「
総
角
」
と
い
う
言
葉
で
な
く
て
も
、「
揚
巻
」
で
も
、「
角
髪
」、「
美
豆
良
」
で
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、「
総

角
」
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
着
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
真
っ
先
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
第
四
十

七
帖
「
総
角
（
あ
げ
ま
き
）」
巻
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
巻
の
内
容
は
；
心
労
の
あ
ま
り
病
に
臥
し
た
大
君
に
、
薫
は
懸
命
に
看
病
す
る
が
、
大
君
は
、
薫
に
看
取
ら

れ
る
中
で
草
木
の
枯
れ
て
い
く
よ
う
に
息
絶
え
た
。
大
君
と
結
ば
れ
ぬ
ま
ま
終
わ
っ
た
薫
は
深
い
悲
嘆
に
沈
み
、
宇
治
に
籠
っ
て
喪
に
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服
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
総
角
」
と
い
う
話
は
、
薫
の
悲
恋
話
で
あ
る
。

　

巻
名
は
、
八
の
宮
の
一
周
忌
法
要
の
飾
り
に
よ
せ
て
、
薫
が
大
君
に
詠
ん
だ
和
歌
「
あ
げ
ま
き
に 

長
き
契
り
を
む
す
び
こ
め 

お
な

じ
と
こ
ろ
に 

よ
り
も
あ
は
な
む
」
か
ら
、「
総
角
」
巻
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
和
歌
は
、
催
馬
楽
の
「
総
角
」
の
、

「
総あ
げ
ま
き角
や　

と
う
と
う　

尋ひ
ろ

ば
か
り
や　

と
う
と
う　

離さ
か

り
て
寝
た
れ
ど
も　

転ま
ろ

び
あ
ひ
け
り　

と
う
と
う　

か
寄
り
あ
ひ
け
り　

と

う
と
う
」
の
句
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
。
雅
楽
の
種
目
の
一
つ
で
、
平
安
時
代
に
貴
族
の
間
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
た
声
楽
曲
の
催
馬
楽

は
、
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
唐
楽
や
高
麗
楽
風
の
旋
律
に
、
日
本
の
民
謡
や
童
謡
の
歌
詞
を
あ
て
は
め
た
も
の
が
多
い
。
内
容
は

多
様
だ
が
、
民
衆
の
生
活
感
情
、
と
く
に
男
女
の
恋
愛
を
歌
っ
た
も
の
が
数
を
占
め
る
と
い
う
。
こ
の
歌
も
例
外
で
は
な
く
、
男
の
子

が
女
の
子
と
二
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
離
れ
て
寝
て
い
た
け
れ
ど
も
、
転
が
っ
て
行
っ
て
合
っ
た
こ
と
だ
、
と
男
の
子
と
女
の
子
が
一
緒
に

な
っ
た
有
り
様
を
歌
っ
て
い
る
。
薫
は
総
角
結
び
や
催
馬
楽
の
詞
章
を
踏
ま
え
て
、
大
君
へ
の
求
婚
を
や
や
間
接
的
に
表
現
し
た
の
で

あ
る
が
、
大
君
は
薫
の
気
持
ち
を
受
け
入
れ
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
柄
が
、
薫
の
大
君
に
対
す
る
想
い
を
募
ら
せ
、

そ
れ
が
執
着
と
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
の
が
こ
の
「
総
角
」
巻
で
あ
る
。

　

薫
は
大
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
ま
ま
死
に
別
れ
、
そ
の
傷
心
か
ら
大
君
の
幻
想
を
追
う
こ
と
に
な
る
。
大
君
の
同
母
妹
、
宇
治
の
中

君
に
迫
っ
た
か
と
思
う
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
大
君
と
中
君
の
異
母
妹
で
あ
り
、
大
君
に
生
き
写
し
の
浮
舟
を
宇
治
の
邸
に
囲
う
。
し
か

し
浮
舟
は
、
薫
と
匂
宮
の
二
人
の
間
で
心
が
揺
れ
動
き
、
宇
治
川
に
入
水
自
殺
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

　

巻
名
で
あ
る
催
馬
楽
の
「
総
角
」
は
、
薫
と
大
君
の
関
係
を
逆
説
的
に
暗
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
が
意
味
す
る
の
は
「
男

女
の
恋
愛
の
執
着
」
で
あ
る
。「
わ
か
い
」
に
「
総
角
」
を
用
い
た
秋
成
の
意
図
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
総
角
」
の
巻
を
示
唆
す
る
た

め
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
薫
の
悲
恋
を
読
者
に
匂
わ
す
の
が
目
的
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
今
は
高
僧
で
あ
る
快
庵
禅
師
も
、
若
い
頃
に
悲
恋
を
経
験
し
、
心
の
闇
を
持
ち
な
が
ら
、
仏
道
に
入
っ
た
と
い
う
有
様
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と
、
快
庵
に
も
心
惑
わ
す
深
い
闇
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
読
者
は
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
快
庵
の
少
年
時
の

出
家
の
動
機
は
、
恐
ら
く
「
愛
欲
煩
悩
の
世
界
を
断
絶
」
す
る
た
め
で
あ
り
、「
肉
体
を
風
雲
流
水
の
世
界
に
ま
か
せ
よ
う
と
し
た
少

年
の
決
意
の
内
側
の
深
淵
」
は
、「
阿
闍
梨
の
陥
っ
た
地
獄
と
そ
う
遠
く
は
な
」
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
想
像
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く

な
い
。
た
だ
、
そ
の
内
側
の
深
淵
を
作
っ
た
原
因
は
男
色
的
理
由
で
は
な
く
、
悲
恋
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、「
総
角
」
は
示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
も
、
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
紺
染
の
巾

　

快
庵
は
鬼
僧
を
「
本
源
の
心
に
帰
ら
し
め
る
」
た
め
に
、
自
分
の
被
っ
て
い
た
「
紺
染
の
巾
」
を
、
鬼
僧
に
被
せ
た
。
こ
の
「
紺
染

の
巾
」
が
、
最
後
に
は
「
青
頭
巾
」
と
い
う
名
に
代
わ
り
、
題
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
の
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
こ
の
救
済
の
儀
式
が
、
話
に
お
い
て
大
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
堤
邦
彦
氏
に
よ
る
と
、
青

頭
巾
の
「〈
青
〉
の
表
象
は
、
洞
門
高
僧
に
ま
つ
わ
る
法
力
譚
」、「
も
し
く
は
曹
洞
宗
寺
院
中
興
の
縁
起
伝
承
に
お
い
て
、
仏
法
に
救

い
を
求
め
る
異
神
・
妖
神
の
シ
グ
ナ
ル
サ
イ
ン
」
だ
と
い
う
。
禅
刹
開
基
の
機
縁
話
に
、「
青
衣
を
ま
と
い
頭
に
冠
を
い
た
だ
く
様
相

で
禅
室
に
現
れ
出
た
神
霊
は
、
高
徳
僧
の
教
化
を
受
け
て
悪
興
を
の
が
れ
、
仏
恩
報
謝
の
し
る
し
に
寺
域
や
什
宝
を
献
上
。」
す
る
と

い
う
話
が
、
開
創
縁
起
の
説
話
の
モ
チ
ー
フ
と
な
り
、
諸
国
の
曹
洞
宗
寺
院
に
ひ
ろ
が
り
、
ま
た
民
間
口
碑
の
世
界
に
流
入
し
て
禅
林

の
周
縁
に
青
衣
得
脱
譚
の
流
れ
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
8 
）。
こ
れ
よ
り
、
秋
成
は
、
そ
の
「
青
」
の
意
味
を
、
こ
の
説
話
の
モ

チ
ー
フ
に
載
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
際
立
た
せ
、
鬼
畜
の
境
涯
に
落
ち
た
院
主
を
、「
青
」
の
呪
術
的
作
用
に
よ
り
仏
果
解
脱
へ
と

導
く
こ
と
を
、
劇
的
に
演
出
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
作
品
中
で
は
、
重
要
ア
イ
テ
ム
の
頭
巾
を
、
始
ま
り

の
箇
所
で
は
敢
え
て
「
紺
染
」
と
表
現
し
、
快
庵
禅
師
が
一
喝
し
た
最
後
の
重
要
な
場
面
に
な
っ
て
、「
か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草
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葉
に
と
ど
ま
り
け
る
。」
と
、
頭
巾
を
あ
ら
た
め
て
「
青
」
の
字
で
形
容
し
た
。

　

小
椋
氏
は
、
仏
法
に
救
い
を
求
め
る
「
青
」
頭
巾
を
、
な
ぜ
高
僧
快
庵
禅
師
が
先
ず
最
初
に
被
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問

題
提
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
快
庵
自
身
が
既
に
こ
の
阿
闍
梨
に
会
う
以
前
に
、
…
…
「
紺
染
の
頭
巾
」
を
被
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
先
に
「
総
角
」
で
問
題
に
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
快
庵
自
身
が
こ
の
「
青
頭
巾
」
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
特
殊
事

情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
ら
せ
て
い
る
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
（
9 
）。」
と
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
特
殊
事
情
」
に
つ
い
て

は
、
筆
者
は
別
の
事
情
を
、
既
に
「
二
」
で
提
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
快
庵
禅
師
が
「
青
頭
巾
」
を
被
っ
て
い
る
事
に
つ
い
て
意

図
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
小
椋
氏
の
指
摘
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
快
庵
禅
師
の
風
貌
「
頭
に
紺
染
め
の
巾
を
帔

き
、
身
に
墨
衣
の
破
た
る
を
穿
て
、
裏
た
る
物
を
背
に
お
ひ
た
る
が
」
に
つ
い
て
は
、『
水
滸
伝
』
第
六
回
で
、
魯
智
深
が
で
あ
っ
た

道
士
小
乙
の
様
相
が
併
さ
れ
て
い
る
。

　

智
深
洗
了
手
，
提
了
禅
杖
，
出
来
看
时
；
破
壁
子
里
望
见
一
个
道
人
，
头
戴
皂
巾
，
身
穿
布
衫
，
腰
系
杂
色
条
，
脚
穿
麻
鞋
，
…

　
（
智
深
が
手
を
洗
い
、
禅
杖
を
手
に
し
て
、
出
て
き
て
見
る
と
、
壊
れ
か
け
た
壁
に
一
人
の
道
士
が
見
え
る
。
頭
に
黒
い
頭
巾

を
戴
り
、
身
に
布
衫
を
穿
ち
、
腰
に
雑
色
の
縧
を
繋
け
、
脚
に
麻
鞋
を
穿
つ
…
），

　

道
士
小
乙
は
、「
頭
巾
」
を
被
っ
て
い
る
が
、
そ
の
色
は
「
皂
（
く
ろ
）」
で
あ
っ
て
、「
青
」
で
は
な
い
。「
穿
」
の
措
辞
が
故
意
に

用
い
ら
れ
て
い
る
（
10 
）こ
と
か
ら
、
秋
成
は
典
拠
先
の
痕
跡
を
残
し
、
快
庵
禅
師
に
こ
の
道
士
小
乙
の
様
相
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と

を
、
示
唆
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
快
庵
禅
師
に
は
元
来
な
か
っ
た
頭
巾
を
、
他
の
人
物
か
ら
引
用
し
、
被
ら
せ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
よ
ほ
ど
秋
成
は
快
庵
禅
師
に
頭
巾
を
被
ら
せ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
快
庵
禅
師
の
僧
帽
が
、
こ
の
あ
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と
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
欠
か
せ
な
い
モ
チ
ー
フ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

快
庵
禅
師
愛
用
の
紺
染
の
頭
巾
を
、
鬼
僧
の
頭
に
被
せ
る
こ
と
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
。
快
庵
禅
師
が
受
け
て
い
た
呪
術
的
作
用

が
、
鬼
僧
に
「
新
た
に
付
与
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
は
じ
め
て
頓
悟
の
道
が
開
示
さ
れ
る
（
11 
）」
こ
と
を
、
快
庵
禅
師
が
期
待
し
て
行
っ
た

儀
式
な
の
だ
ろ
う
。
小
椋
氏
は
、「
快
庵
自
身
の
内
な
る
鬼
畜
性
を
彼
に
転
化
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
自
身
も
本
源
の
心
に
脱
皮

し
よ
う
と
考
え
た
（
12 
）」
と
み
る
が
、
そ
れ
に
は
少
々
疑
問
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
と
同
じ
よ
う
悩
み
を
抱
え
「「
無
明
の
業
火
」

に
よ
っ
て
鬼
と
化
す
る
心
に
苦
し
ん
で
い
る
鬼
僧
に
、
高
僧
と
し
て
救
済
に
向
か
う
人
物
形
象
と
、「
自
身
の
内
な
る
鬼
畜
性
を
彼
に

転
化
し
」
よ
う
と
す
る
人
物
形
象
と
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
快
庵
禅
師
が
仏
道
に
入
信
し
た
動
機
か

ら
「
青
頭
巾
」
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
鬼
僧
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
時
点
で
、
快
庵
禅
師
が
そ
の
青
頭
巾
の
呪
術
的
作
用

を
必
要
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

秋
成
は
、
快
庵
禅
師
形
象
に
も
、
魯
智
深
を
基
に
す
え
て
創
作
す
る
こ
と
で
、「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
の
聖
な
る
も
の
を
表
現
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
で
に
高
僧
と
な
っ
た
快
庵
禅
師
に
と
っ
て
「
青
頭
巾
」
は
す
で
に
必
要
で
は
な
く
、
自
分
が
そ
の

呪
術
性
の
お
か
げ
で
「
頓
悟
の
道
が
開
示
さ
れ
」
た
恩
恵
を
、
鬼
僧
に
も
与
え
た
か
っ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

同
時
に
、「
総
角
」
と
「
紺
染
の
巾
」
は
、
快
庵
禅
師
の
心
の
闇
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
事

は
さ
ら
に
、
鬼
僧
は
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
だ
か
ら
と
、
快
庵
禅
師
が
そ
の
救
済
に
向
か
っ
た
心
境
の
理
解
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
快
庵
禅
師
は
、
荘
主
か
ら
院
主
が
鬼
僧
と
な
っ
た
い
わ
れ
を
聞
き
、
彼
の
陥
っ
て
い
る
心
の
闇
が
、
か
つ
て
の
自
分
と
同

じ
闇
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
。
ゆ
え
に
、
話
を
き
く
だ
け
で
、
院
主
が
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
で
あ
る
こ
と
を
見
極
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
心
を
放
し
て
妖
魔
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
院
主
が
心
を
収
め
ら
れ
る
よ
う
、
同
じ
よ
う
な
闇
を
抱
え
て
い
た
自
分
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が
働
き
か
け
て
み
よ
う
、
と
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
気
持
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う
快
庵
禅
師
の
心
の
動
き
を
感
じ
取
る
こ
と
は
、
決

し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

四
　
得
悟

　

で
は
、
鬼
僧
は
本
当
に
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
鬼
僧
が
得
悟

し
た
か
ど
う
か
を
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
青
頭
巾
」
を
鬼
僧
に
授
け
て
一
年
後
、
快
庵
禅
師
は
再
び
こ
の
地
に
立
ち
寄
り
、
院
主
の
様
子
を
伺
い
に
、
再
び
寺
を
訪
れ
る
。

　

さ
て
か
の
僧
を
坐
ら
し
め
た
る
簀
子
の
ほ
と
り
を
も
と
む
る
に
。
影
の
や
う
な
る
人
の
。
僧
俗
と
も
わ
か
ら
ぬ
ま
で
に
髭
髪
も

み
だ
れ
し
に
。
葎
む
す
ぼ
ほ
れ
。
尾
花
お
し
な
み
た
る
な
か
に
。
蚊
の
鳴
ば
か
り
の
ほ
そ
き
音
し
て
。
物
と
も
聞
え
ぬ
や
う
に
ま

れ
ま
れ
唱
ふ
る
を
聞
け
ば

　
　

江
月
照
松
風
吹

　
　

永
夜
清
宵
何
所
為

　

禅
師
見
給
ひ
て
。
や
が
て
禅
杖
を
拿
り
な
ほ
し
。
作
麼
生
何
所
為
ぞ
と
。
一
喝
し
て
他
が
頭
を
撃
ち
給
へ
ば
。
忽
ち
氷
の
朝
日

に
あ
ふ
が
如
く
き
え
う
せ
て
。
か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉
に
と
ど
ま
り
け
る
。
実
に
も
久
し
き
念
の
こ
こ
に
消
じ
つ
き
た
る

に
や
あ
ら
ん
。
た
ふ
と
き
こ
と
わ
り
あ
る
に
こ
そ
。

　

内
村
和
至
氏
は
得
悟
表
現
を
検
討
し
た
結
果
、「
あ
く
ま
で
も
言
語
表
現
上
の
問
題
」
と
し
な
が
ら
、「
青
頭
巾
」
の
僧
は
無
言
の
ま
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ま
で
、
自
己
了
解
の
声
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
自
己
了
解
の
契
機
が
全
く
奪
い
さ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
鬼
僧
が
「
開
悟
」
は
不
発
に

終
わ
っ
た
か
の
感
を
抱
か
し
め
る
（
13 
）」

と
、
鬼
僧
は
得
悟
し
て
い
な
い
考
え
を
示
さ
れ
て
い
る
（
14 
）。

ま
た
、
典
拠
作
品
の
『
都
鳥
妻
恋
笛
』

巻
五
「
粋
自
慢
の
天
狗
も
鼻
を
つ
く
大
夫
が
仕
掛
」
で
は
、
天
狗
が
班
女
の
変
わ
り
果
て
た
る
姿
を
見
て
、「
染
着
せ
し
愛
念
去
る

と
」、
天
狗
は
「
は
つ
と
い
ふ
声
」
を
発
し
て
消
え
去
る
と
い
う
表
現
と
照
ら
し
て
み
る
と
、
鬼
僧
が
無
言
の
ま
ま
で
い
る
と
い
う
事

態
が
、
読
み
手
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
説
い
て
い
る
。「
天
狗
の
解
脱
は
「
は
つ
と
い
う
声
」、
即
ち
「
開

悟
」
の
叫
び
声
と
と
も
に
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
他
人
に
一
喝
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
「
開
悟
」
表
現
と
し
て
は
自
然
で
あ

り
常
套
な
の
で
あ
る
。
…
…
鬼
僧
が
無
言
の
ま
ま
で
い
る
と
い
う
事
態
、
即
ち
、
そ
の
「
開
悟
」
表
現
に
お
け
る
自
己
了
解
の
欠
如
に

由
来
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
前
段
の
「
棒
喝
」
が
そ
れ
を
よ
り
強
調
し
て
し
ま
う
点
に
あ
る
（
15 
）。」
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
、『
都
鳥
妻
恋

笛
』
の
天
狗
が
開
悟
し
た
場
面
を
、
班
女
が
寝
所
で
尼
と
な
っ
た
姿
で
天
狗
に
話
し
か
け
る
箇
所
か
ら
見
て
み
た
い
。

　

浅
ま
し
や
聖
。
艶
顔
と
見
て
心
を
動
し
給
ふ
は
お
ろ
か
成
迷
ひ
。
紅
粉
の
翠
黛
は
只
薄
皮
を
い
ろ
ど
る
。
男
女
の
婬
楽
は
互
に

臭
骸
を
懐
く
。
む
さ
き
き
た
な
き
仮
の
五
体
に
愛
念
を
残
し
。
一
大
事
の
臨
終
を
仕
損
じ
給
ふ
。
是
を
示
し
執
心
の
罪
を
消
滅
さ

す
べ
き
為
に
。
出
家
を
と
げ
候
へ
ば
。
今
よ
り
愛
着
執
心
の
綱
を
切
り
て
。
仏
所
に
至
り
給
へ
。
南
無
あ
み
だ
仏
と
合
掌
あ
れ

ば
。
天
狗
房
班
女
の
姿
か
は
り
果
た
る
体
を
見
て
。
忽
ち
染
着
せ
し
愛
念
去
と
。
は
つ
と
い
う
声
の
下
よ
り
。
肉
身
朽
て
霜
の
消

る
ご
と
く
。
四
大
分
散
し
て
只
一
連
の
白
骨
と
成
。
残
る
物
は
頭
巾
す
ず
か
け
衣
装
計
。
執
心
こ
り
か
た
ま
つ
て
。
其
念
に
て
是

迄
具
足
し
て
あ
り
し
形
。
愛
着
の
念
消
る
と
共
に
。
仮
の
五
体
も
消
失
り
。
誠
に
一
念
五
百
生
懸
念
無
量
劫
。
恐
る
べ
く
慎
む
べ

き
は
愛
着
の
道
と
。

　

天
狗
は
決
し
て
一
人
で
得
悟
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
引
用
部
分
が
示
す
天
狗
の
得
悟
展
開
は
、
決
し
て
天
狗
が
班
女
の
変
わ
り
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果
て
た
姿
を
見
て
、
愛
欲
が
減
退
し
た
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
班
女
に
出
家
に
踏
み
切
ら
せ
た
も
の
と
は
、
天
狗
に
対
す
る
「
今

よ
り
愛
着
執
心
の
綱
を
切
り
て
。
仏
所
に
至
り
給
へ
。」
と
い
う
強
い
思
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
南
無
あ
み
だ
仏
と
合
掌
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
天
狗
の
得
悟
を
導
い
た
。「
青
頭
巾
」
の
快
庵
禅
師
の
一
喝
と
表
現
は
異
な
る
が
、
天
狗
愛
着
の
念
を
消
し
去
る
た
め
に

は
、
や
は
り
、
出
家
者
の
仏
教
的
救
助
が
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
成
し
遂
げ
た
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
森
山
氏
は
、
快
庵
禅
師
が
鬼
僧
に
「
証
道
歌
」
を
与
え
た
の
は
、
単
に
鬼
僧
の
執
念
を
、
他
に
転
じ
集
中
せ
し
め
る
た
め
で

あ
り
、「
ひ
と
へ
に
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
で
あ
る
鬼
僧
に
は
、
念
を
他
に
転
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
の
判
断
で
あ
る
す
る
。
そ
し
て
快

庵
禅
師
に
は
、
真
言
密
教
の
鬼
僧
に
こ
の
証
道
歌
の
謎
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
み
て
い
た
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
言
葉

の
神
秘
主
義
を
説
く
真
言
密
教
僧
で
あ
る
鬼
僧
は
、
あ
く
ま
で
も
言
葉
の
謎
を
解
こ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
曹
洞
宗
と
い
う
禅
宗
は
、

言
葉
の
迷
妄
を
突
き
破
る
こ
と
で
、
真
実
に
至
る
。
曹
洞
宗
の
黙
想
的
活
動
の
至
高
至
純
の
境
地
は
、
言
葉
を
超
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
悟
得
し
た
境
地
で
あ
る
（
16 
）、
と
快
庵
禅
師
が
「
証
道
歌
」
を
鬼
僧
に
与
え
た
こ
と
は
、
得
悟
を
導
く
こ
と
と
は
ほ
ど
遠
い
行
為
で
あ
る

と
す
る
。

　

果
た
し
て
、
鬼
僧
は
快
庵
禅
師
が
想
定
し
て
い
た
と
お
り
、
そ
の
激
し
い
念
を
真
言
密
教
の
教
学
的
に
「
証
道
歌
」
の
言
葉
の
意
味

に
集
中
さ
せ
、
一
年
間
骨
と
皮
に
な
っ
て
も
そ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
、
解
脱
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
解
脱
す
る
方

法
が
違
う
宗
派
に
お
い
て
、
一
年
間
集
中
し
て
も
得
悟
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
が
執
念
化
し
て
い
る
様
を
見
て
取
っ
た
快
庵
禅
師
は
、
唯

一
の
方
法
と
し
て
、「
一
喝
し
て
他
が
頭
を
撃
ち
給
」
う
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、
禅
宗
に
お
い
て
臨
終
の
迎
え
方
は
重
要
な
悟
り
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
、「
臨
終
大
事
の
観
念
の
延
長
線
上
に
、
す
さ
ま

じ
い
執
着
心
と
い
え
ど
も
、
絶
命
の
一
瞬
こ
れ
を
他
に
そ
ら
す
工
夫
さ
え
あ
れ
ば
、
容
易
に
消
除
し
う
る
と
説（
17 
）

く
」
説
話
が
、
戦
国
か
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ら
江
戸
初
期
の
『
多
門
院
日
記
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
蛇
に
魅
入
ら
れ
た
相
如
を
、
禅
僧
の
機
知
が
救
っ
た
と
い

う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
時
代
を
く
だ
り
、
近
世
知
識
人
の
手
に
よ
り
、
こ
の
最
期
の
一
念
に
ま
つ
わ
る
話
の
主
題
は
、
宗
教
テ
ー
マ
を

逸
脱
し
、
恋
情
の
あ
ま
り
蛇
と
化
し
た
亡
者
の
執
念
へ
と
す
り
替
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
唱
導
話
材
の
奇
談
的
解
釈
を
も
つ
故
事
説
話
へ

の
転
換
は
、
堤
氏
に
よ
る
と
、
近
世
中
期
の
頃
に
は
顕
在
化
し
て
い
る
と
い（
18 
）
う
。
つ
ま
り
、『
雨
月
』
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、「
す
さ
ま

じ
い
執
着
心
と
い
え
ど
も
、
絶
命
の
一
瞬
こ
れ
を
他
に
そ
ら
す
工
夫
さ
え
あ
れ
ば
、
容
易
に
消
除
し
う
る
」
と
い
う
思
考
は
、
知
識
人

の
間
で
共
有
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
快
庵
禅
師
が
鬼
僧
に
「
証
道
歌
」
を
与
え
た
と
い
う
行
為
は
、
確

か
に
鬼
僧
の
執
念
を
、
他
に
転
じ
集
中
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
も
判
断
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
先
に
繋
が
る
結
果
は
、
真
言

密
教
者
に
対
す
る
誤
っ
た
導
き
で
は
な
く
、「
執
念
の
消
除
」
で
あ
り
、「
臨
終
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
、
読
本
と
し
て
書
か
れ
た

「
青
頭
巾
」
作
品
に
は
適
切
な
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
証
道
歌
二
句
の
「
青
頭
巾
」
に
お
け
る
意
義
を
、「
何
所
為
」
三
文
字
か
ら
考
察
さ
れ
た
大
谷
雅
夫
氏
は
、「
何
所
為
」
は

「
永
く
清
ら
か
な
宵
に
、
お
ま
え
は
何
を
為
す
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
鬼
僧
は
そ
の
問
い
に
答

え
よ
う
と
し
て
、
一
年
に
わ
た
る
読
誦
と
沈
思
に
耐
え
、「
忽
ち
氷
の
朝
日
に
あ
ふ
が
こ
と
く
き
え
う
せ
」
る
と
い
う
身
を
も
っ
て
、

そ
の
問
い
に
答
え
、「
現
に
も
久
し
き
念
の
こ
ゝ
に
消
じ
つ
き
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
朧
化
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
も
の
の
、
悪
念
の

消
滅
を
語
っ
て
い
る
と
説（
19 
）
く
。

　

一
喝
さ
れ
頭
を
撃
ち
た
れ
た
こ
と
で
、
鬼
僧
の
体
は
「
忽
ち
氷
の
朝
日
に
あ
ふ
が
如
く
き
え
う
せ
て
。
か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草

葉
に
と
ど
ま
り
け
る
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
実
に
も
久
し
き
念
の
こ
こ
に
消
じ
つ
き
た
る
に
や
あ
ら
ん
。」
と
、
念
が

消
え
尽
き
た
と
述
べ
て
い
る
。「
消
え
失
せ
て
念
が
尽
き
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
自
己
了
解
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
20 
）。」
と
、

鬼
僧
は
得
悟
し
て
い
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
こ
の
表
現
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
鷲
山
樹
心
氏
の
指
摘
は
大
変
示
唆
に
富
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ん
で
い
る
。
氏
は
こ
の
部
分
の
一
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
、『
都
鳥
妻
恋
笛
』
の
一
節
や
『
老
媼
茶
話
』
の
「
掘
主
水
逢
女
悪
霊
」
や

「
入
定
の
執
念
」
な
ど
と
の
表
現
を
比
較
し
、
そ
の
上
で
、
上
記
の
表
現
を
読
み
解
く
。

肉
身
朽
て
霜4

の
消
る
ご
と
く
。
四
大
分
散
し
て
只
一
連
の
白
骨
と
成
。
残
る
物
は
頭
巾
す
ず
か
け
衣
装
計
。（『
都
鳥
妻
恋
笛
』）

旭
日
に
向
ふ
露
霜
4

4

の
如
く
皮
肉
見
る
見
る
内
に
消
え
て
、
一
具
の
骸
骨
と
な
り
…
（『
老
媼
茶
話
』「
掘
主
水
逢
女
悪
霊
」）

朝
日
に
向
ふ
霜4

の
如
く
、
皮
肉
忽
ち
消
え
失
せ
て
、
一
具
の
白
骨
ば
か
り
…
（『
老
媼
茶
話
』「
入
定
の
執
念
」）

　

と
あ
り
、
消
え
失
せ
る
様
を
朝
日
に
照
ら
さ
れ
た
「
霜
」
や
「
露
」
に
喩
え
て
い
る
の
に
対
し
、
秋
成
は
「
氷
」
と
置
き
換
え
た
の

は
、「
禅
語
「
瓦
解
氷
消
」
の
語
彙
を
充
分
念
頭
に
置
い
て
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
21 
）」。「
瓦
解
氷
消
」
と
は
、
瓦
が
も
の
に
当

た
っ
て
砕
け
、
氷
が
朝
日
に
解
け
て
水
に
帰
す
る
が
如
く
、
今
ま
で
持
っ
て
い
た
宗
教
上
の
疑
問
が
、
修
行
の
力
で
一
挙
に
解
決
さ
れ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
秋
成
は
、「
青
頭
巾
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
先
行
作
品
の
煩
悩
か
ら
解
き
放
た
れ
た
主
人

公
達
の
肉
体
消
滅
を
描
き
出
す
表
現
に
、「
瓦
解
氷
消
」
の
語
彙
を
重
ね
合
わ
せ
た
描
き
方
を
し
、「
瓦
解
氷
消
」
の
言
葉
を
表
現
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
先
行
作
品
よ
り
も
更
に
煩
悩
か
ら
解
き
放
た
れ
た
表
現
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。「
拮
抗
す
べ
か
ざ
る
人

間
の
「
業
」
と
、
こ
れ
を
よ
く
無
為
の
法
界
に
廻
入
せ
し
め
る
「
法
」
と
の
「
瓦
解
氷
消
」
の
光
景
を
、
愛
欲
煩
悩
に
苦
悩
し
て
鬼
と

化
し
た
山
の
阿
闍
梨
と
、
教
外
の
旨
を
体
得
し
た
快
庵
禅
師
と
の
解
逅
に
よ
っ
て
い
み
じ
く
も
描
き
あ
げ
た
。
こ
れ
は
秀
逸
な
文
芸
の

力
と
高
度
な
仏
教
的
知
性
の
活
用
に
よ
っ
て
の
み
伝
え
得
る
心
象
の
世
界
で
あ
ろ
う
（
22 
）」
と
の
評
か
ら
は
、
秋
成
の
仏
教
に
つ
い
て
か
な

り
の
知
見
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
真
言
宗
の
鬼
僧
が
、
禅
の
公
案
で
あ
る
「
証
道
歌
」
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
得
悟
す
る
こ
と
は
非
常
に

難
し
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
読
ん
で
い
く
と
、
快
庵
禅
師
の
介
添
え
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
解
脱
す
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ
に

み
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
一
喝
」
は
禅
の
厳
し
い
教
育
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
直
接
「
開
悟
」
に
結
び
つ
く
の
も
の
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で
は
な
く
（
23 
）、「
証
道
歌
」
に
念
を
執
着
さ
せ
て
い
る
こ
と
へ
の
一
喝
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
鬼
僧
は
そ
の
一
喝
に
よ
っ

て
、「
証
道
歌
」
に
執
着
し
て
い
た
念
を
消
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
筆
者
は
み
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
秋
成
の
翻
案
手
法
か
ら
も
、
鬼
僧
が
得
悟
し
た
と
い
う
事
を
導
け
る
。
秋
成
は
作
品
に
お
け
る
重
要
な
場
面
に
は
、
典
拠
作

品
を
透
か
し
て
見
せ
、
そ
の
典
拠
作
品
か
ら
秋
成
の
創
作
意
図
を
読
者
に
匂
わ
せ
る
の
が
、
創
作
す
る
上
で
の
常
套
法
で
あ
る
。
と
す

る
と
、
典
拠
作
品
の
「
粋
自
慢
の
天
狗
も
鼻
を
つ
く
大
夫
が
仕
掛
」
で
も
「
執
念
こ
り
固
ま
つ
て
其
の
念
に
て
是
ま
で
あ
り
し
形
、
愛

着
の
念
消
ゆ
る
と
共
に
、
仮
の
五
躰
も
消
え
失
せ
り
。」
と
、
天
狗
が
「
は
つ
と
い
う
声
」
を
発
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
念
が
消
え
る

こ
と
で
、
五
躰
が
消
え
失
せ
た
と
書
き
表
し
、
そ
れ
が
得
悟
し
た
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
鬼
僧
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
魯

智
深
も
、
最
期
は
大
悟
し
、
生
涯
を
終
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
鬼
僧
は
得
悟
し
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
鬼
僧
が
無
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
快
庵
禅
師
の
「
一
喝
」
に
加
え
て
、
更
に
鬼
僧
が
一
言
発
す
る
と
い
う
表
現
で
は
、
得
悟
に
至
っ
た
こ
と
は
明

白
で
は
あ
る
が
、
物
語
が
一
件
落
着
を
む
か
え
た
と
い
う
唱
導
説
話
に
お
け
る
終
結
程
度
の
描
写
に
過
ぎ
な
い
。
対
し
て
、
無
言
で
躰

が
散
っ
て
い
く
表
現
に
は
、
上
記
の
表
現
上
の
役
割
を
付
し
て
い
な
い
。
秋
成
は
、
骨
と
皮
だ
け
に
な
っ
て
も
証
道
歌
に
悟
り
を
求
め

る
描
写
で
鬼
僧
の
執
着
の
激
し
さ
、
念
の
執
拗
さ
を
見
事
に
表
現
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
悟
り
を
得
た
途
端
に
、
氷
が
溶
け
て
い
く

よ
う
に
静
か
に
キ
ラ
キ
ラ
と
光
り
な
が
ら
躰
が
散
っ
て
い
く
情
景
は
、
先
ほ
ど
ま
で
の
激
し
い
執
念
の
不
気
味
な
情
景
と
対
照
的
で
あ

る
。
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
よ
り
際
立
つ
こ
と
で
、
静
寂
さ
を
描
き
出
し
た
美
し
い
絵
画
の
よ
う
に
、
脳
裏
に
焼
き
付
く
の
で
あ
る
。

秋
成
は
上
記
の
表
現
効
果
を
意
図
し
、
修
辞
的
構
想
的
な
面
か
ら
、
鬼
僧
を
無
言
に
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
　
僧
の
亡
霊
の
誦
経
す
る
話

　
「
青
頭
巾
」
の
快
庵
が
阿
闍
梨
の
居
る
荒
寺
訪
問
の
場
面
と
、
冒
頭
の
一
節
が
一
致
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
24 
）、
宋
代
の
洪
邁
撰

『
夷
堅
志
』
乙
志
巻
一
九
「
廬
山
僧
鬼
」
を
あ
げ
る
。

　

僧
闻
修
。
姓
陈
氏
。
行
脚
至
庐
山
。
将
往
东
林
。
值
日
暮
。
微
雪
作
。
不
能
前
。
乃
入
路
侧
一
小
刹
求
宿
。
知
客
曰
。
略
无
闲

房
。
唯
僧
堂
颇
洁
。
但
往
年
有
客
僧
。
以
非
命
死
其
下
。
时
出
为
怪
。
过
者
多
不
敢
入
。
闻
修
自
度
不
可
他
适
。
又
疑
寺
中
不
相

容
。
设
为
此
说
。
竟
独
处
焉
。
知
客
为
张
灯
炽
火
。
且
告
以
僧
名
。
慰
劳
而
出
。
逮
夜
趺
坐
地
炉
上
。
衲
帔
蒙
头
。
默
诵
经
咒
。

微
睡
未
熟
。
隐
约
见
一
僧
相
对
。
亦
蒙
头
诵
经
。
知
其
鬼
也
。
厉
声
诘
之
曰
。
同
是
空
门
兄
弟
。
生
死
路
殊
。
幸
且
好
去
。
不
答

亦
不
起
。
闻
修
闭
目
合
掌
。
诵
大
悲
咒
。
亦
梵
声
相
应
和
。
闻
修
心
动
。
称
其
名
。
叱
之
曰
。
汝
是
某
人
耶
。
其
人
遽
起
。
含
唾

噀
闻
修
面
满
所
披
纸
衾
上
。
皆
鲜
血
。
遂
不
见
。
知
客
闻
叱
咤
声
。
知
有
怪
。
亟
来
视
之
。
纸
衾
盖
白
如
故
。
遂
邀
与
归
同
宿
。

天
明
即
下
山
。
闻
修
说
。

　
（
聞
修
と
い
う
行
脚
僧
が
廬
山
の
東
林
寺
に
登
る
。
時
に
日
が
暮
れ
て
小
雪
が
降
り
、
そ
れ
以
上
は
進
め
な
い
の
で
、
炉
傍
の

一
小
刹
を
み
つ
け
て
一
宿
を
乞
う
。
応
対
に
出
た
僧
が
い
う
、「
あ
い
て
い
る
部
屋
と
て
も
ご
ざ
ら
ぬ
が
、
僧
堂
だ
け
は
掃
除
も

行
き
届
い
て
ご
ざ
る
。
な
れ
ど
も
、
往
年
一
人
の
客
層
が
非
命
に
死
し
て
よ
り
、
そ
こ
に
は
時
折
怪
事
が
ご
ざ
っ
て
、
滅
多
に
は

い
ろ
う
と
す
る
も
の
も
な
き
有
り
様
で
…
…
。」
し
か
し
他
に
泊
ま
る
室
も
な
い
ら
し
い
の
で
承
知
を
す
る
と
、
応
対
僧
は
聞
修

の
た
め
に
燈
を
点
じ
炉
火
を
お
こ
し
、
ま
た
死
ん
だ
客
層
の
名
前
を
告
げ
て
去
っ
た
。
夜
が
更
け
る
。
炉
辺
に
趺
坐
し
、
頭
か
ら

す
っ
ぽ
り
と
納
衣
を
被
っ
て
経
文
を
誦
し
つ
つ
、
と
ろ
と
ろ
と
微
睡
ん
だ
か
と
思
う
と
、
夢
う
つ
つ
の
あ
い
だ
に
一
僧
の
相
向
か
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う
を
み
る
。
同
じ
く
頭
か
ら
納
衣
を
被
っ
て
経
を
誦
す
る
。
さ
て
は
そ
の
亡
霊
だ
ろ
う
と
、
声
を
は
げ
ま
し
て
、「
共
に
空
門
の

兄
弟
な
れ
ど
、
生
死
幽
明
を
隔
て
る
も
の
、
早
々
に
立
ち
去
れ
」
と
な
じ
っ
て
み
た
が
、
返
答
も
せ
ず
立
ち
去
り
も
し
な
い
。
聞

修
が
瞑
目
合
唱
し
て
大
悲
呪
を
誦
す
れ
ば
、
相
手
も
ま
た
こ
れ
に
唱
和
す
る
。
聞
修
も
心
を
動
か
さ
れ
、
そ
の
僧
の
名
を
呼
ぶ

に
、
僧
は
急
に
立
ち
上
が
っ
た
か
と
思
う
と
、
口
中
に
含
ん
だ
も
の
を
ぷ
っ
と
噴
く
。
聞
修
は
顔
も
納
衣
も
血
ま
み
れ
、
途
端
に

僧
の
姿
は
消
え
た
。
寺
僧
は
叱
咤
の
声
を
聞
い
て
怪
事
の
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
急
ぎ
来
て
み
れ
ば
衣
衾
の
類
に
も
血
の
痕
は

な
い
。
そ
の
夜
は
お
の
れ
の
室
に
つ
れ
帰
っ
て
同
居
し
た
。
聞
修
は
早
暁
に
下
山
し
た
。）

　

元
禄
期
の
浄
土
宗
派
の
僧
斉
賢
が
翻
案
し
た
『
夷
堅
志
和
解
』
に
は
、
こ
の
話
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宿
を
借

り
た
い
と
い
う
僧
に
、
応
対
者
は
開
い
て
い
る
部
屋
は
な
い
と
い
い
つ
つ
、
唯
一
あ
い
て
い
る
僧
堂
は
「
时
出
为
怪
。
过
者
多
不
敢

入
。」
と
い
う
く
だ
り
は
、「
此
寺
は
さ
る
由
縁
あ
り
て
か
く
荒
は
て
、
人
も
住
ぬ
野
ら
と
な
り
し
か
ば
…
」「
か
く
野
ら
な
る
所
は
よ

か
ら
ぬ
事
も
あ
な
り
」
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
秋
成
が
直
接
『
夷
堅
志
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
澤
田
瑞
穂
氏
は
、
こ
の
話
し
に
は
「
因
果
解
脱
の
説
教
が
な
い
と
こ
ろ
が
、
実
は
純
粋
の
怪
談
な
の
で
あ（
25 
）
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
僧
の
亡
霊
が
誦
経
す
る
怪
異
談
と
し
て
、
清
の
顧
公
燮
撰
『
消
夏
閑
記
摘
鈔
』
に
は
、
鬼
僧
が
蚊
の
鳴
く
ば
か
り
の
声
で
、
証

道
の
二
句
を
口
に
し
て
い
る
情
景
と
、
よ
く
似
た
話
が
載
っ
て
い
る
。

　

新
安
黃
山
。
怪
怪
奇
奇
。
非
復
人
間
所
有
。
山
嶺
有
茅
逢
。
人
跡
罕
到
。
微
聞
木
魚
聲
。
間
有
遊
者
見
披
髮
數
人
。
詢
之
則
餐

松
飡
柏
。
蓋
百
年
於
茲
矣
。
內
有
閉
目
趺
坐
著
骨
瘦
如
柴
。
唇
吻
略
動
。
戒
人
不
得
近
身
。
此
輩
根
器
淺
薄
。
難
參
上
乘
。
死
不
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死
活
不
活
。
名
曰
守
屍
鬼
。
噫
今
人
動
曰
修
仙
。
談
何
容
易
哉
。（「
黄
山
守
屍（
26 
）
鬼
」）

　
（
安
徽
の
黄
山
は
、
奇
々
怪
々
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
山
頂
に
茅
葺
き
の
小
屋
が
あ
る
が
、
人
は
こ
こ
に
は
滅
多
に
は
訪
れ
な

い
。
微
か
に
木
魚
の
音
が
聞
こ
え
る
。
た
ま
に
登
山
し
た
者
は
、
髪
を
振
り
乱
し
た
数
人
の
者
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
何
者

か
と
問
う
に
、
そ
れ
は
百
年
来
こ
こ
に
松
柏
を
食
し
て
活
き
て
い
る
者
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
瞑
目
趺
坐
し
て
い
る

も
の
が
あ
り
、
柴
の
ご
と
く
や
せ
て
骨
ば
か
り
で
あ
る
が
、
唇
だ
け
は
微
か
に
動
く
。
こ
れ
に
近
づ
い
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
輩
は
根
器
薄
く
、
上
乗
に
は
参
じ
が
た
き
ゆ
え
に
、
死
ぬ
に
も
死
ね
ず
、
生
き
る
に
も
生
き
ら
れ
な
い
。
名
付

け
て
守
屍
鬼
と
い
う
。
あ
あ
、
今
の
人
は
や
や
も
す
る
と
彼
ら
は
仙
人
に
な
る
修
行
を
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
う
簡
単
に
言
え

る
だ
ろ
う
か
。）

　

修
行
僧
が
経
を
読
ん
で
い
る
の
か
は
明
確
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
見
披
髮
數
人
。
…
…
閉
目
趺
坐
著
骨
瘦
如
柴
。
唇
吻
略

動
。
…
…
死
不
死
活
不
活
。」
の
表
現
は
正
し
く
、「
影
の
や
う
な
る
人
の
。
僧
俗
と
も
わ
か
ら
ぬ
ま
で
に
髭
髪
も
み
だ
れ
し
に
。
…
…

蚊
の
鳴
ば
か
り
の
ほ
そ
き
音
し
て
。
物
と
も
聞
え
ぬ
や
う
に
ま
れ
ま
れ
唱
ふ
る
を
聞
け
ば
」
の
情
景
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
守
屍
鬼
は
半
死
半
生
の
枯
れ
た
肉
体
を
持
つ
も
の
で
、
人
か
屍
骸
か
亡
霊
か
、
そ
の
区
別
は
判
然
と
し
な
い
。
ど
う
や
ら

痩
せ
枯
れ
て
ミ
イ
ラ
に
な
り
か
け
た
苦
行
僧
ら
し
く
、
雪
山
修
道
の
木
食
仙
人
と
も
い
う
べ
き
外
道
の
行
者
で
あ
ろ
う
。「
百
年

こ
う
し
て
い
る
」
と
は
、
同
一
人
の
意
味
で
は
な
く
、
こ
の
山
頂
苦
行
の
風
習
が
百
年
つ
づ
い
て
い
る
の
意
に
も
解
せ
ら
れ
る
。

…
…
木
魚
が
低
く
鳴
り
、
微
か
に
唇
が
動
い
て
何
か
を
誦
す
る
。
も
し
禅
杖
を
執
っ
て
ハ
タ
と
打
て
ば
、
こ
の
「
青
頭
巾
」
の
法

師
は
灰
の
ご
と
く
姿
が
消
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
…
…
誦
経
す
る
髑
髏
は
他
に
何
事
を
も
期
待
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
自
己
妄
執
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の
た
め
に
の
み
経
を
誦
す
る
。
幽
明
茫
々
と
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
に
こ
れ
―
―

　

江
月
照
ら
し　

松
風
吹
く
。
永
夜
清
宵　

何
の
所
為
ぞ
。

　

と
、
澤
田
氏
も
思
わ
ず
証
道
の
二
句
を
続
け
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
多
く
の
中
国
志
怪
小
説
の
中
で
も
、「
青
頭

巾
」
で
鬼
僧
が
影
の
よ
う
に
な
っ
て
証
道
二
句
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
場
面
と
、
こ
の
「
黄
山
守
屍
鬼
」
の
話
は
、
酷
似
し
て
い
る
と
思

わ
れ
た
よ
う
で
あ（
27 
）
る
。『
消
夏
閑
記
摘
鈔
』
は
清
の
乾
隆
帝
時
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
秋
成
が
『
雨
月
』
を
執
筆
し
て
い
る
時
期
に
目

に
し
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
に
は
起
こ
っ
た
時
間
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
伝
承
説
話

を
書
き
留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、『
消
夏
閑
記
摘
鈔
』
の
元
と
な
る
話
が
、
説
話
と
し
て
他
の
典
籍
に
も
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
可
能
性
は
、
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
秋
成
が
目
に
し
た
こ
と
で
、
鬼
僧
が
証
道
二
句
を
口
ず
さ
む
場
面
を
創
作
し

た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

影
の
よ
う
に
な
っ
て
証
道
二
句
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
鬼
僧
の
状
況
を
、
森
山
氏
は
、
一
年
間
集
中
し
て
も
得
悟
で
き
ず
、
返
っ
て
執

念
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
見
て
取
っ
た
快
庵
禅
師
は
、
唯
一
「
一
喝
し
て
他
が
頭
を
撃
ち
給
」
い
、
解
脱
を
助
け
る
こ
と

に
な
っ
た
、
と
解
釈
す
る
。
も
し
、
こ
の
『
消
夏
閑
記
摘
鈔
』
の
説
話
が
典
拠
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
鬼
僧
は
ま
さ
し
く
「
蓋
百
年

於
茲
矣
。
內
有
閉
目
趺
坐
著
骨
瘦
如
柴
。
唇
吻
略
動
。
…
…
此
輩
根
器
淺
薄
。
難
參
上
乘
。
死
不
死
活
不
活
。
名
曰
守
屍
鬼
。」
で
あ

る
。
一
年
な
ら
ず
百
年
の
間
、
影
の
よ
う
に
な
っ
て
苦
行
を
し
、
解
脱
を
求
め
て
も
、
死
ね
ず
に
死
ね
な
い
、
生
き
る
に
も
生
き
ら
れ

な
い
鬼
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
森
山
氏
が
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
快
庵
禅
師
の
一
喝
は
「
守
屍

鬼
」
を
解
脱
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
道
二
句
で
「
悪
念
の
消
滅
」
を
果
た
し
、
空
の
境
地
に
導
か

れ
た
鬼
僧
は
、
快
庵
禅
師
の
一
喝
に
よ
っ
て
、「
瓦
解
氷
消
」
し
、
得
悟
に
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
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六
　
魯
智
深
像
が
表
現
す
る
も
の

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
魯
智
深
像
の
聖
な
る
も
の
と
魔
的
な
も
の
は
、「
青
頭
巾
」
の
快
庵
禅
師
と
院
主
の
二
者
の
形
象
を
創
作

す
る
上
で
、
快
庵
禅
師
が
聖
な
る
も
の
、
院
主
が
魔
的
な
も
の
と
し
て
分
化
・
対
極
化
し
て
表
現
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
快
庵
禅
師
と

院
主
の
二
人
の
人
間
像
に
、
聖
な
る
も
の
と
魔
的
な
も
の
双
方
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
魯
智
深
が
持
つ
多
面
性
を
、
様
々
な
異
な
る
形
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

秋
成
は
、
人
間
は
す
べ
て
善
に
も
悪
に
も
向
か
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
鋭
い
感
覚
で
認
識
し
て
い
た
。「
心
放ゆ
る

せ

ば
妖
魔
と
な
り
、
収
む
る
則と
き

は
仏
果
を
得
る
。」
と
い
う
言
葉
は
、
同
一
の
人
間
で
も
悪
縁
に
会
い
、
精
神
を
ゆ
る
め
れ
ば
妖
魔
と
な

り
、
精
神
を
引
き
締
め
て
心
を
正
し
く
持
ち
続
け
れ
ば
仏
と
な
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
人
は
内
面
に
善
と
悪
を
混
在
さ
せ

て
お
り
、「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
を
持
つ
者
で
さ
え
あ
れ
ば
、
心
の
律
し
か
た
次
第
で
高
徳
の
聖
僧
に
も
な
れ
ば
、
破
戒
無
慚
の
堕

落
僧
に
も
な
る
こ
と
を
、
魯
智
深
像
か
ら
、
快
庵
禅
師
と
院
主
の
二
人
を
描
き
出
し
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
を
持
つ
者
は
、
ど
ん
な
に
「
無
明
の
業
火
の
熾
な
る
よ
り
鬼
と
化
し
た
る
も
」、「
教
化
し

て
本
源
の
心
に
か
へ
ら
」
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
快
庵
禅
師
の
言
葉
は
、
秋
成
の
考
え
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。『
安
〻
言
』
の
一
段

に
、
秋
成
の
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

書
ヲ
読
ミ
シ
識
ヲ
開
ク
ト
云
モ
。
稟_

得
シ
性
ノ
邪ˉ

曲
ニ
惹
レ
テ
。
闇
ヲ
窺
ヒ
垣
ヲ
窬
キ
。
古
人
未ˉ

発
ノ
大ˉ

言
ニ
上
ヲ
僭
ス
罪

ヲ
不
レ

知
。
臆ˉ

説
千ˉ

古
将
レ

塞
（
ン
ト
）。
夫
物_

之ˉ

性
水
ヨ
リ
清
キ
ハ
無
ク
。
且
直
キ
ハ
非
ス
。
縦ˉ

横
洪ˉ

漫
モ
其
瀉
ク
ニ
随
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フ
自ˉ

然
ノ
ミ
。
汲
テ
方ˉ

円
ニ
湛
フ
レ
ハ
。
亦
其_

形
ニ
随
フ
。
聖ˉ

運
ノ
教ˉ

化
直
ク
ト
モ
。
己
カ
器_

之
大ˉ

小
方ˉ

円
浅ˉ

深
咼ˉ

鈄
（
斜
）
ニ
着
テ
。
暫
ク
形
ヲ
作
ス
。
然
ト
モ
其 _

形
ハ
性
ニ
非
ヌ
コ
ト
勿ˉ

論
ナ
リ
。
眼ˉ

前
性
ノ
正ˉ

直
ナ
ル
人
ハ
。
分ˉ

度
ヲ

不
レ

過
シ
テ
。
過ˉ

半
為
ス
コ
ト
教ˉ

化
ニ
合
フ
。
学
ヘ
ハ
愈
道
ニ
進
ム
。
又
性
ノ
邪ˉ

曲
ナ
ル
人
ハ
。
情
ヲ
恣
ニ
シ
テ
。
所
レ

為
自ˉ

它
ニ
害
ア
リ
。
学
ヘ
ハ
益
佞ˉ

奸
ヲ
加
フ
。
又
曲ˉ

直
相_

半
ス
ル
人
ハ
。
為
ス
コ
ト
不
遂
。
学
ヘ
ト
モ
害
無
ク
益
モ
無
シ
。
太ˉ

古

ノ
質ˉ

直
ヲ
仰ˉ
慕
シ
テ
。
西ˉ

学
ヲ
排
キ
。
復ˉ

古
ノ
条ˉ

理
ヲ
説
ト
雖
。
空
ク
擬ˉ

古
ノ
遊ˉ

技 _

（
28 
）
已
。

　

書
を
読
ん
で
知
識
を
得
て
も
、
教
化
を
受
け
て
も
、
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
本
人
の
性
に
よ
り
、
益
も
な

く
害
も
な
い
何
も
得
ら
れ
な
い
状
況
に
な
る
。
邪
曲
な
性
の
者
で
あ
れ
ば
、
他
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
唯
一
性
が
正
直
で
あ
る

も
の
が
分
度
を
超
え
る
こ
と
な
く
、
結
果
、
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
院
主
が
「
直
く
た
く
ま
し
き

性
」
を
持
つ
者
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
さ
れ
る
前
の
一
段
に
は
、「
世
に
は
不
可
思
議
の
事
も
あ
る
者
か
な
」
か
ら
始
ま
る
古

今
東
西
に
お
け
る
性
の
禍
々
し
い
不
可
思
議
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
「
性
ノ
邪ˉ

曲
ナ
ル
人
ハ
。
情
ヲ
恣
ニ
シ
テ
。
所
レ

為
自

ˉ

它
ニ
害
ア
リ
。
学
ヘ
ハ
益
佞ˉ

奸
ヲ
加
フ
。」
と
い
う
秋
成
の
考
え
を
、
具
体
的
な
例
を
あ
げ
、
読
者
に
提
示
す
る
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
院
主
は
一
見
鬼
と
化
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
邪
曲
の
性
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
魯
智

深
像
を
下
敷
き
に
し
て
、
秋
成
は
指
し
示
す
。

　

単
純
な
正
義
感
で
肉
屋
の
親
爺
を
撲
殺
し
、
五
台
山
に
入
っ
て
僧
に
な
っ
て
も
大
酒
を
く
ら
っ
て
騒
動
を
お
こ
し
、
五
台
山
を
追
い

出
さ
れ
た
魯
智
深
は
、「
心
放
せ
ば
妖
魔
」
と
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
他
方
、「
青
頭
巾
」
に
引
用
さ
れ
た
第
五
回
「
小
霸
王
醉
入
銷
金
帳　

花
和
尚
大
鬧
桃
花
村
」
で
の
一
話
；
魯
智
深
は
、
劉
老
人
の
話
を
聞
き
、
開
口
一
番
に
、
殺
人
を
し
て
も
ま
ば
た
き
す
ら
し
な
い
魔
君

で
あ
る
山
賊
の
頭
領
に
対
し
、「
小
僧
有
個
道
理
，
教
他
回
轉
意
（
彼
が
思
い
直
す
よ
う
、
拙
僧
に
考
え
が
あ
る
）」
と
、
山
賊
の
頭
領
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を
翻
意
さ
せ
る
た
め
に
策
を
弄
す
る
意
を
告
げ
る
。
こ
の
話
で
描
か
れ
て
い
る
魯
智
深
の
剛
毅
さ
に
、「
収
む
る
則
は
仏
果
を
得
」
た

姿
を
み
る
。
ま
さ
し
く
「
直
く
た
く
ま
し
き
性
」
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
百
回
本
『
水
滸
伝
』
第
九
十
九
回
「
魯
智
深

浙
江
坐
化　

宋
公
明
衣
錦
還
郷
」
で
は
、
銭
塘
江
に
潮
が
逆
流
す
る
音
を
聞
い
た
魯
智
深
は
、
以
前
に
智
真
長
老
か
ら
与
え
ら
れ
た
偈

の
意
味
を
「
忽
然
大
悟
」
し
、
そ
の
ま
ま
安
ら
か
に
大
往
生
を
と
げ
た
。
ま
さ
に
大
徳
の
聖
の
一
面
を
顕
在
化
さ
せ
、
最
期
は
「
収
む

る
則
は
仏
果
を
得
」
た
姿
で
あ
っ
た
。

　

魯
智
深
像
は
、
ま
さ
し
く
秋
成
の
考
え
る
「
分ˉ

度
ヲ
不
レ

過
シ
テ
。
過ˉ

半
為
ス
コ
ト
教ˉ

化
ニ
合
フ
。
学
ヘ
ハ
愈
道
ニ
進
ム
」
と
い

う
「
性
ノ
正ˉ

直
ナ
ル
人
」
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
性
ノ
正ˉ

直
ナ
ル
」
快
庵
禅
師
は
、
そ
の
学
び
に
よ
っ
て
魔
的

な
も
の
か
ら
聖
な
る
も
の
に
転
じ
た
人
間
像
を
体
現
し
て
い
る
。
か
た
や
同
じ
よ
う
に
「
正ˉ

直
ナ
ル
」
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
魔
的

な
も
の
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
院
主
は
、
教
化
に
合
う
こ
と
で
聖
な
る
「
道
ニ
進
ム
」
こ
と
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
正
直
な
性

と
い
う
の
は
、
聖
な
る
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
魔
的
な
人
物
も
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
は
、
た
と
え
魔
に
陥
っ
て
い

て
も
一
念
で
得
悟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
魯
智
深
と
は
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
、
秋
成
が
考
え
る
こ
の
人
間
の
性
に
対
す
る
理
解
を
、
眼

前
に
具
体
的
に
表
わ
し
、
指
し
示
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

（
１
）　
「「
青
頭
巾
」
の
翻
案
方
法
―
『
水
滸
伝
』
を
中
心
に
」『
東
洋
法
学
』
第
五
十
九
巻
第
三
号
、
三
三
九
～
三
五
八
頁
。

（
２
）　
「
従
来
は
「
青
頭
巾
」
が
魯
智
深
物
語
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
魔
仏
一
如
な
る
人
間
観
を
山

僧
に
の
み
当
て
は
め
て
い
て
、
そ
れ
が
人
間
全
体
に
該
当
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
快
庵
禅
師
に
ま
で
適
用
し
て
み
る
こ
と
を
し
な

か
っ
た
。」（
徳
田
武
「
秋
成
と
『
水
滸
伝
」
―
『
青
頭
巾
』
に
よ
る
」（『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』
青
裳
堂
書
店
）、
一
九
九
二
年
、
三
〇
九
頁
。）

（
３
）　

鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
六
〇
六
頁
。
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（
４
）　

注
（
３
）
に
同
じ
。
三
〇
五
頁
。

（
５
）　

注
（
３
）
に
同
じ
。
三
〇
七
頁
。

（
６
）　

小
椋
嶺
一
「「
青
頭
巾
」
論
」（『
秋
成
と
宣
長　

近
世
文
学
思
考
論
序
説
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
三
四
五
頁
。

（
７
）　
「
総
角
」
に
つ
い
て
以
下
の
註
釈
が
見
ら
れ
る
。
幼
児
の
結
髪
の
風
。
意
に
よ
っ
て
「
わ
か
き
」
と
訓
む
。（
中
村
幸
彦
『
上
田
秋
成
集
』）
髪
を
左

右
か
ら
巻
き
上
げ
て
結
う
少
年
の
結
髪
。（
中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
『
英
草
子　

西
山
物
語　

雨
月
物
語　

春
雨
物
語
』）
普
通
「
ア
ゲ
マ
キ
」

と
訓
む
が
、
こ
こ
で
は
意
を
と
っ
て
「
わ
か
き
」
と
訓
ま
せ
て
い
る
。
小
児
の
髪
の
結
い
方
で
、
髪
を
左
右
に
振
分
け
て
、
ち
ょ
う
ど
角
の
よ
う
に
上
に

巻
上
げ
て
結
っ
た
こ
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
げ
ま
き
と
い
っ
た
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
幼
児
を
い
い
、
こ
こ
で
は
幼
少
よ
り
、
の
意
（
鵜
月
『
雨
月
物
語
評

釈
』
語
釈
）

（
８
）　

堤
邦
彦
「『
雨
月
物
語
』｢
青
頭
巾｣

と
青
衣
峩
冠
の
解
脱
者
」（『
近
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
年
）
四
〇
八
頁
。

（
９
）　

注
（
６
）
に
同
じ
。
三
四
六
頁
。

（
10
）　

注
（
３
）
に
同
じ
。
五
八
二
頁
。

（
11
）　

注
（
９
）
に
同
じ
。
一
八
六
頁
。

（
12
）　

注
（
６
）
に
同
じ
。
三
四
七
頁
。

（
13
）　

内
村
和
至
「「
青
頭
巾
」
論
」（『
上
田
秋
成
論
―
―
国
学
的
想
像
力
の
圏
域
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
一
頁
。

（
14
）　
「
開
悟
出
来
て
い
な
い
」
と
い
う
意
見
は
、
森
山
重
雄
「「
青
頭
巾
」
新
見
」（『
雨
月
物
語
評
釈
』
月
報
、
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）、
木
越
治

「「
青
頭
巾
」・
ひ
と
つ
の
読
み
方
」（『
秋
成
論
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

（
15
）　

注
（
13
）
に
同
じ
。
三
二
頁
。

（
16
）　

森
山
重
雄
「
幻
妖
の
文
学
『
雨
月
物
語
』」（『
幻
妖
の
文
学　

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

（
17
）　

堤
邦
彦
『
近
世
説
話
と
禅
僧
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
、
一
三
・
一
四
頁
。

（
18
）　

注
（
17
）
に
同
じ
。
一
四
頁
。

（
19
）　

大
谷
雅
夫
「
青
頭
巾
の
問
い
」（「
国
語
国
文
」
第
七
十
五
巻　

第
九
号
、
中
央
図
書
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
六
年
九
月
）
五
六
・
五
七
頁
。
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（
20
）　

注
（
13
）
に
同
じ
。

（
21
）　

鷲
山
樹
心
『
秋
成
文
学
の
思
想
』
法
蔵
館
、
一
九
七
九
年
、
二
五
九
頁
。

（
22
）　

注
（
21
）
に
同
じ
。

（
23
）　

注
（
13
）
に
同
じ
。
三
〇
頁
。

（
24
）　

注
（
６
）
に
同
じ
。
三
四
三
頁
。

（
25
）　

澤
田
瑞
穂
『
鬼
興
談
義
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
三
九
三
頁
。

（
26
）　

顾
澹
湖
『
消
夏
閑
記
摘
鈔 

下
』
商
務
印
書
館
、
一
九
二
四
年
、
一
四
―
一
五
頁
。『
鬼
興
談
義
』
に
は
、
こ
の
話
は
『
消
夏
閑
記
摘
鈔 

上
』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
と
あ
っ
た
が
、
筆
者
が
調
べ
た
資
料
で
は
、「
下
」
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
後
に
続
く
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
27
）　

注
（
20
）
と
同
じ
。
三
九
四
頁
。

（
28
）　

上
田
秋
成
『
安
〻
言
』（『
上
田
秋
成
全
集
』
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
三
七
・
八
頁
。

 

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
法
学
部
准
教
授
―
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