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物

成

立

年

代

三五
日口

の

一
、
序

論

鎌
倉
時
代
の
説
話
集
の
一
つ
と
し
で
今
物
語
が
あ
る
。
今
物
語
は
そ
の
書
名

の
示
す
よ
う
に
当
時
の
説
話
を
和
文
脈
で
書
い
た
も
の
で
、
風
流
、
情
事
、
和

歌
、
神
祇
、
滑
稽
談
な
ど
の
五
十
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
古
今
著
聞
集
や

古
事
談
と
同
じ
く
、
権
力
を
武
士
に
奪
わ
れ
た
鎌
倉
期
の
宮
廷
人
の
、
王
朝
盛

持
に
対
す
る
追
懐
、
思
慕
を
主
一
な
発
想
契
機
と
し
て
い
る
。

今
物
語
の
成
立
年
代
は
、
一
応
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
以
後
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
代
に
お
け
る
説
話
集
の
、
続
古
事
談
、
十
訓
抄
、
古

今
著
聞
院
の
成
立
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
、
建
長
四
年

（
一
二
五
一
一
）
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
と
わ
か
っ
て
お
り
、
ま
た
古
事
談

は
建
暦
二
年
（
一
二
三
己
！
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
、
字
治
拾
遺
物
語

は
、
建
山
内
（
一
一
九
O〉

l
仁
治
（
一
二
四
二
）
成
立
と
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

を
思
え
ば
こ
の
期
に
お
け
る
説
話
集
の
中
で
、
今
物
語
の
成
立
年
代
が
最
も
漠

然
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
期
の
説
話
集
は
相
互
に
直
接
間
接
の
伝
承
関
係
が
あ
り
、
ま

た
前
代
の
諸
書
を
出
典
と
す
る
説
話
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
一
書
で
も
そ
の
成

立
年
代
が
確
実
に
な
る
こ
と
は
諸
書
の
伝
承
関
係
の
決
定
に
大
い
に
役
な
ち
、 l乙

て〉

L、
て

本

敏

恵

山

ひ
い
て
は
個
々
の
説
話
集
の
文
学
性
、
特
色
な
ど
明
ら
か
に
な
る
点
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

今
物
語
は
狭
い
生
活
圏
と
そ
の
中
に
お
け
る
生
活
感
情
の
描
出
に
限
ら
れ
て

い
る
た
め
説
話
集
と
し
て
の
興
味
や
魅
力
に
欠
け
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
た

い
し
て
価
値
も
高
く
な
い
。
し
か
し
成
立
年
代
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
‘
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
他
の
説
話
集
に
貢
献
す
る
こ
と
も
で
き
る
ロ
そ
こ
で
こ
の
橋
で

は
今
物
語
の
成
立
年
代
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
で
考
察
を
加

え
て
い
き
た
い
。
今
物
語
の
成
立
年
代
を
考
察
す
る
に
は
、
作
者
の
検
討
、
内

部
徴
証
、
ま
た
説
話
集
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
か
ら
、
他
の
作
品
と
の
比
較
に
よ

り
そ
の
親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
三
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
乙

の
三
点
を
中
心
に
成
立
年
代
ぞ
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
今
物
語
の
底
本
と
し
て
は
、
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
の
今
物
語
を
用
い

た。
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二
、
本

論

村
作
者
に
つ
い
て

作
品
の
成
立
年
代
を
考
え
る
時
に
、
ど
う
し
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
そ
の
作
品
の
蒋
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
物
語
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
て



み
た
い
。

今
物
語
の
作
者
は
一
般
に
確
か
で
は
な
い
が
藤
原
信
実
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
根
拠
は
、
本
朝
書
籍
目
録
仮
名
部
に
「
信
実
朝
臣
抄
」
と
あ
る
こ
と

（
註
二

に
よ
っ
て
い
る
。
本
朝
書
籍
目
録
の
成
立
は
鎌
倉
時
代
で
あ
り
、
今
物
語
が
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
年
代
と
そ
れ
ほ
ど
隔
た
り
が
な
い
こ
と
を
思
う
と
、
そ

の
信
滋
性
は
か
な
り
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
今
物
語
を
構
成
し
て
い
る
五
十
三
話
の
う
ち
の
四
十
三
話
が
和
歌
も
し

く
は
連
歌
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
十
四
話
の
「
庭
の
荻
原
ま
ね

け
ど
も
風
よ
り
ほ
か
は
と
ふ
人
も
な
く
軒
は
の
よ
も
き
し
け
れ
と
も
杉
む
ら
な

ら
ね
ば
か
ひ
な
く
て
」
の
表
現
は
、
古
今
集
読
み
人
知
ら
ず
の
歌

鯛
の
な
く
山
里
の
夕
暮
は

風
よ
り
ほ
か
は
と
ふ
人
も
な
し

と
、
今
昔
物
語
集
巻
二
十
四
の
、
赤
染
が
稲
荷
の
称
宜
の
家
に
い
る
匡
衡
に
送

っ
た
歌我

が
宿
の
相
官
は
し
る
し
も
な
か
り
け
り

杉
む
ら
な
ら
ば
た
ず
ね
き
な
ま
し

の
二
首
を
十
分
に
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
乙

と
、
ま
た
、
十
訓
抄
と
共
通
す
る
説
話
に
お
け
る
部
分
的
相
違
は
和
歌
的
知
識

に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
物
語
の
作
者
は
相
当
和

歌
に
対
す
る
知
識
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
白
氏
文
集
の
上
楊
人
の
一
部
を
引
い
た
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
あ
る

こ
と
、
「
後
火
乱
飛
秋
巳
近
、
辰
星
没
夜
初
長
」
や
「
タ
殿
後
飛
恩
情
然
」
な

ど
白
楽
天
の
詩
句
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
漢
文
的
知
識
も
あ
っ
た
ら

し
い
。
し
か
し
当
時
の
知
識
人
な
ら
ば
あ
る
程
度
は
漢
学
的
知
識
が
あ
る
の
が

普
通
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
信
実
が
今
物
語
の
作
者
だ
と
い
う
決
め
手

に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

信
実
は
藤
原
隆
信
の
子
で
父
子
と
も
に
似
絵
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
信
実
に
は
歌
集
も
あ
り
、
ま
た
新
撰
六
帖
、
建
保
五
年
右
大
臣
家
歌
合
、

貞
永
元
年
歌
合
、
建
長
三
年
影
供
歌
合
、
文
永
二
年
十
五
夜
歌
合
の
作
者
で
あ

っ
た
。
和
歌
文
学
大
辞
典
に
に
よ
る
と
、
信
実
は
安
元
二
年
に
生
ま
れ
‘
そ
の

没
年
は
文
永
二
年
で
あ
る
。
十
五
夜
歌
合
が
行
な
わ
れ
た
の
が
文
永
二
年
で
あ

る
か
ら
没
す
る
そ
の
年
ま
で
和
歌
の
方
面
で
活
躍
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
信
実
の
祖
父
為
経
（
寂
超
）
は
現
在
で
は
「
今
鏡
」
の
作
者
と
さ
れ
．
為
業

（
寂
然
）
は
「
世
継
」
の
作
者
で
あ
る
。
ま
た
無
名
草
子
に
よ
る
と
父
隆
信
に

も
「
浮
き
波
」
と
い
う
物
語
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
歴
史
物
語
、
物
語
の
著
者

を
、
父
、
祖
父
、
祖
父
の
兄
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
歌
人
と
し
て

の
為
忠
、
為
業
、
頼
業
、
隆
信
を
家
系
に
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
和
歌
に
関
す

る
説
話
が
代
々
豊
富
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
ζ

と
を
思
わ
せ
る
に
足
る

し
、
そ
う
い
っ
た
話
を
自
ら
も
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
信
実
が
受
け
と
め
て
、

和
歌
説
話
を
基
本
と
し
た
説
話
集
を
作
っ
た
と
考
え
て
も
別
に
不
思
議
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
藤
間
作
太
郎
博
士
は
、
信
実
が
今
物
語
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
否
定
さ
れ
て
い
部
部
、
そ
の
論
拠
を
「
定
家
家
隆
互
に
相
推
量
す
る
こ
と

を
記
せ
る
条
ま
た
二
番
同
文
な
る
が
今
物
語
に
は
二
人
を
さ
し
て
『
家
の
風
た

ゆ
る
こ
と
な
く
』
と
い
へ
り
。
信
実
な
ら
ば
か
く
は
い
は
じ
。
後
の
人
が
か
く

お
ほ
ら
か
に
い
へ
る
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
余
輩
は
今
物
語
を
信
実
の
作
と
い
ふ

｛註一ニ〉

に
疑
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
信
実
な
ら
ば
か
く
は
い
は
じ
。
後
の
人
が
か

く
お
ほ
ら
か
に
い
へ
る
な
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
そ
う
考
え
ら
れ
た
の

か
述
？
り
れ
て
い
な
い
た
め
に
は
っ
き
り
し
な
い
が
お
そ
ら
く
は
、
信
実
が
生
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存
し
た
年
代
が
定
家
や
家
隆
の
そ
れ
と
非
常
に
接
近
し
て
い
る
ζ

と
に
よ
る
推

量
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
家
の
風
た
ゆ
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
の
は
何
も
定
家

家
隆
以
後
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
定
家

の
方
は
孫
の
時
代
に
至
っ
て
二
条
、
京
極
、
冷
泉
の
三
家
に
分
離
し
た
こ
と

や
、
家
隆
の
方
で
は
、
そ
の
子
の
隆
祐
が
歌
人
と
し
て
有
名
だ
っ
た
だ
け
で
そ

れ
以
後
は
た
い
し
て
重
要
人
物
も
出
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
信
実
が
生

存
し
て
い
た
時
代
ま
で
の
、
そ
れ
も
今
物
語
を
書
い
た
時
ま
で
の
家
が
た
ゆ
る

乙
と
な
く
と
と
る
の
が
自
然
だ
と
恩
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
藤
間
博
士
が

「
家
の
風
た
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
文
だ
け
で
信
実
説
を
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
ま

と
め
る
と
、

村
本
朝
書
籍
目
録
仮
名
部
に
「
信
実
朝
臣
抄
」
と
あ
っ
て
そ
れ
は
か
な
り

信
渡
性
が
あ
る
。

口
今
物
語
の
作
者
は
和
歌
的
漢
学
的
知
識
が
あ
る
。

伺
信
実
の
環
境
は
今
物
語
を
書
く
の
に
適
し
て
い
る
。

岡
藤
岡
博
士
の
定
家
家
隆
の
説
話
か
ら
す
る
藤
原
信
実
否
定
説
は
絶
対
的

と
は
言
え
な
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
物
語
の
説
話
中
に
は
、
信
実
が
作
者
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
も
の
は
何

も
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
た
一
方
、
信
実
で
あ
る
と
と
を
否
定
す
る
資
料
も
な

い
。
そ
れ
に
信
実
以
外
の
人
物
を
作
者
と
し
て
探
し
だ
す
た
め
の
手
が
か
り
も

な
い
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
村
、
向
、
同
、
聞
の
ζ

と
を
考
え
あ
わ
せ
て
今

物
語
の
作
者
が
藤
原
信
実
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と
考

え
る
。そ

う
す
る
と
信
実
が
生
ま
れ
た
の
が
安
元
二
年
（
一
一
七
七
〉
で
没
年
が
か
八

永
二
年
（
一
二
六
五
）
で
あ
る
か
ら
、
今
物
語
の
成
立
は
、

後
、
一
二
六
五
年
以
前
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

同

内

部

徴

証

前
章
で
は
作
者
の
面
か
ら
今
物
語
の
成
立
年
代
を
考
え
た
が
、
次
に
今
物
語

の
内
部
徴
証
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
尾
光
一
夫
は
「
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
の
記
載
が
あ
る
の
で
十
三
世
紀

（
註
四
）

中
葉
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
日
本
文
学
史
研

｛
註
五
〉

究
」
に
発
表
さ
れ
た
益
田
勝
美
氏
の
「
今
物
語
の
成
立
」
に
よ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
の
「
今
物
語
の
成
立
」
に
は
「
平
兵
部
記
紙
背
文
書
を
中
心
と
し

て
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
み
る
と
内
部
徴
証
に
よ
る
研
究

と
は
思
わ
れ
な
い
。

や
は
り
説
話
集
で
あ
る
以
上
、
そ
の
成
立
年
代
を
知
る
に
は
内
部
徴
証
は
ど

う
し
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
説
話
ず
つ
整
理
し

て
み
た
。
そ
の
結
果
、
乙
の
書
の
中
に
み
え
る
最
も
後
の
年
代
は
第
三
十
一
話

の
延
応
元
年
（
一
二
三
九
年
〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
物
語
の
成
立
年
代
は

一
二
三
九
年
以
後
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
精
査
し
て
み
る
と
、
今
物
語
の
成
立
年
代
を
知
る
の
に
、
他
の
説
話

は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
二
、
一
ニ
の
説
話
は
成
立
年
代
を
知
る
の
に
か
な
り
重
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
第
十
一
話
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
全
文

を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

能
登
前
司
橘
長
政
と
い
ひ
し
は
い
ま
は
世
を
そ
む
き
て
法
名
寂
縁
と
か
や

申
な
ん
め
り
新
勅
撰
え
ら
ば
れ
し
時
三
営
と
か
や
入
た
り
け
る
を
す
く
な

し
と
て
き
り
で
出
た
り
け
る
す
こ
し
は
け
し
さ
に
は
似
た
れ
と
も
み
ち
を

た
て
た
る
ほ
と
は
い
と
や
さ
し
く
こ
そ
其
人
こ
の
頃
あ
る
や
む
事
な
き
大

一
一
七
七
年
以
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臣
家
に
和
歌
の
会
せ
ら
れ
け
る
に
述
懐
の
歌
を
よ
み
た
り
け
る

あ
ふ
け
と
も
我
身
助
く
る
神
無
月

さ
て
や
は
つ
か
の
空
を
詠
め
む

と
よ
み
た
り
け
れ
は
満
座
感
歎
し
て
乙
の
歌
よ
み
た
め
て
主
も
称
美
の
あ

ま
り
に
国
の
所
ひ
と
つ
や
か
て
た
ま
は
せ
た
り
け
り
道
の
面
白
世
の
繁
自
国

ふ
し
き
の
事
な
り
こ
の
事
を
き
き
て
隆
祐
侍
従
い
ひ
や
り
け
る
歌

み
か
き
け
る
君
に
あ
ひ
て
そ
和
歌
の
浦

玉
も
出
ん
を
い
と
〉
そ
ふ
ら
ん

こ
の
文
章
の
前
部
分
で
は
あ
き
ら
か
に
寂
縁
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
た
が
っ
て
寂
縁
の
没
年
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
今
物
語
の
成
立
は
寂
縁

の
没
年
前
と
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
寂
縁
の
没
年
は
文
献
か
ら
は
確
か
め
ら
れ

な
い
し
、
入
道
し
た
年
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
九
月

に
行
な
わ
れ
た
影
供
歌
合
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
続
群
書
類
従
に
み
え
る
の

で
、
一
二
五
一
年
に
は
ま
だ
生
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。
説
話
中
の

あ
ふ
け
と
も
我
身
助
く
る
神
無
月

さ
て
や
は
つ
か
の
空
を
詠
め
む

の
歌
は
、
国
を
賜
は
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌

は
、
国
歌
大
観
に
も
、
ま
た
一
二
三
二
年
以
後
の
歌
合
（
新
刺
撰
集
成
立
後
の

あ
る
大
臣
家
で
の
歌
合
で
こ
の
歌
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
こ
の
説
話
か
ら
知
れ

る
）
に
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
同
じ
く
隆
祐
侍
従
の
歌
も
ど
の
文

献
に
も
み
い
だ
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
今
物
語
の
成
立
を
決
定
す
る
だ
け
の
確

実
な
ζ

と
は
何
も
得
ら
れ
な
い
。

第
十
一
話
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
第
二
十
三
話
、
第
二
十
五
話
に
も
い
え

る
ロ
い
ず
れ
も
成
立
年
代
推
定
よ
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
な
が
ら
確
か
な
こ
と

は
資
料
不
足
の
た
め
何
も
い
え
な
い
。

結
局
、
こ
の
章
の
結
論
と
し
て
い
え
る
ζ

と
は
、
今
物
語
の
成
立
は
、
普
通

に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
以
後
で
あ
る
と
い
う
と
と

に
な
る
。

同
十
訓
抄
と
の
関
係

（
註
六
）

今
物
語
と
十
訓
抄
に
お
い
て
共
通
し
た
説
話
は
六
話
あ
る
。
乙
の
六
話
を
共

有
す
る
こ
と
で
今
ま
で
そ
の
親
子
関
係
が
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

作
者
の
面
か
ら
と
内
部
徴
誌
か
ら
は
漠
然
と
し
た
成
立
年
代
し
か
わ
か
ら
な

い
の
で
、
こ
の
二
書
の
親
子
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
今
物
語
の
成
立
に

つ
い
て
か
な
り
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
十
訓
抄
の
成
立
年
代
が
一
二
五
二
年
と

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
一
層
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
、

共
通
し
て
い
る
説
話
か
ら
、
こ
の
両
室
聞
の
親
子
関
係
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。と

こ
ろ
で
共
通
説
話
は
六
話
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
二
、
三
の
説
話
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
第
四
話
で
あ
る
が
、
両
書
を
対
比
さ
せ
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
勾

今
物
語

有
殿
上
ふ
る
さ
宮
は
ら
へ
夜
ふ
く

る
ほ
と
に
ま
い
り
で
北
の
た
い
の

め
む
た
う
に
た
L
す
み
け
る
に
つ

ほ
ね
に
あ
る
く
人
の
気
色
あ
ま
た

し
け
れ
は
ひ
き
か
く
れ
て
の
そ
き

け
る
に
御
つ
ほ
ね
の
遣
水
に
鐙
の

お
ほ
く
す
た
き
け
る
を
見
て
さ
き

に
た
ち
た
る
女
房
の
鐙
火
み
た
れ
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飛
で
と
う
ち
な
か
め
た
る
に
つ
き

な
る
人
タ
殿
に
ほ
た
る
と
ん
て
と

く
ち
す
さ
む
し
り
に
た
ち
た
る
人

か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
と
は
な
や
か

に
ひ
と
り
こ
ち
た
り
と
り
／
＼
に

や
さ
し
く
も
お
も
し
ろ
く
で
と
の

お
と
こ
な
に
と
な
く
ふ
し
な
か
ら

む
も
ほ
ひ
な
く
て
ね
す
な
き
を

し
い
て
た
り
け
る
さ
き
な
る
女
房

物
お
そ
ろ
し
ゃ
畿
に
も
こ
え
の
あ

り
け
る
よ
と
て
つ
や
／
＼
さ
は
き

た
る
け
し
き
も
な
く
う
ち
し
つ
ま

り
た
り
け
る
あ
ま
り
に
色
ふ
か
く

か
な
し
く
お
ほ
え
け
る
に
い
ま
ひ

と
り
な
く
む
し
よ
り
も
と
こ
そ
と

と
り
な
し
た
り
け
り
こ
れ
も
お
も

ひ
入
た
る
ほ
と
お
く
ゆ
か
し
く
て

す
へ
て
と
り
／
＼
に
や
さ
し
か
り

け
る立

国
も
せ
て
み
さ
ほ
に
も
ゆ
る
鐙

乙
そ鳴

虫
よ
り
も
哀
な
り
け
れ

鐙
火
乱
飛
秒
巴
近
辰
厚
一
早
没

夜
初
長

タ
殿
畿
飛
思
情
然

る
人
優
な
る
こ
ゑ
に
て
後
火
乱
飛

ど
と
口
ず
さ
び
け
り
ま
た
次
な
る

人
タ
殿
に
鐙
飛
び
て
と
う
ち
な
が

む
し
り
な
る
人
か
く
れ
ぬ
物
は
な

つ
む
し
の
と
花
や
か
に
ひ
と
り
ど

ち
だ
り
け
り
と
り
／
＼
に
や
さ
し

く
お
も
し
ろ
く
て
此
男
何
と
い
ふ

可
し
も
な
か
ら
む
が
ほ
ひ
な
く
て

ね
ず
な
き
を
し
出
た
り
け
れ
ば
さ

き
な
る
女
房
物
お
そ
ろ
し
ゃ
畿
に

も
声
の
あ
り
け
る
よ
と
て
つ
や

／
＼
さ
は
ぎ
た
る
け
し
さ
も
な
く

う
ち
し
め
り
た
る
空
お
ぼ
め
き
の

ほ
ど
も
あ
ま
り
に
色
ふ
か
く
悲
し

う
て
覚
え
け
る
に
今
ひ
と
り
な
く

虫
よ
り
も
と
こ
そ
思
ひ
し
に
と
取

な
し
た
り
け
る
是
ま
た
恩
入
た
る

ほ
ど
堪
え
が
た
く
お
く
ゆ
か
し
か

り
け
り
惣
て
取
ぐ
に
や
さ
し
く
お

ぼ
え
け
る
こ
の
と
こ
ろ
は

品
目
も
せ
で
み
さ
ほ
に
も
ゆ
る
鐙

こ
そ鳴

虫
よ
り
も
哀
な
り
け
れ

つ
〉
め
と
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏

虫
の身

よ
り
あ
ま
れ
る
恩
ひ
な
り

け
り

と
こ
ろ
で
、
「
音
も
せ
で
み
さ
ほ
に
も
ゆ
る
鐙
ζ

そ
鳴
虫
よ
り
も
哀
な
り
け

れ
」
の
和
歌
は
、
十
訓
抄
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
が
ね
ず
な
き
を
し
た

の
に
対
し
て
女
房
が
「
畿
に
も
声
の
あ
り
け
る
よ
」
と
い
っ
た
こ
と
の
と
こ
ろ

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
直
接
に
こ
の
話
と
関
係
の
あ
る
和
歌
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
今
物
語
の
最
後
の
部
分
の
「
鐙
火
乱
飛
秋
己
近
辰
星
早
没
夜

初
長
」
、
「
タ
殿
鐙
飛
恩
情
然
」
、
「
つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身

よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り
」
は
、
こ
の
話
を
理
解
す
る
の
に
必
要
と
思
わ

れ
る
和
歌
、
漢
詩
で
あ
っ
て
、
ど
う
も
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
な
い
の
な
ら
、
平
日

も
せ
で
み
さ
ほ
に
も
ゆ
る
」
の
歌
の
前
に
こ
こ
れ
ら
の
和
歌
、
漢
詩
が
書
か
れ

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
和
歌
に
も
漢
詩
に
も
知
識
の
あ
っ

た
信
実
が
他
の
人
が
読
む
場
合
に
理
解
じ
や
す
い
よ
う
に
と
の
意
図
か
ら
、
十

訓
抄
を
ひ
く
際
に
つ
け
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
傍
点
を
施
し
た
「

さ
き
な
る
女
房
ゆ
〉
し
後
か
な
雪
を
集
め
た
る
や
う
に
こ
そ
み
ゆ
れ
」
は
、
こ

の
説
話
に
お
い
て
は
あ
っ
て
も
意
義
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
ζ

で
意
義
が
な

い
と
し
て
今
物
語
の
方
が
、
乙
の
部
分
を
省
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
十
訓

抄
が
今
物
語
を
も
と
と
し
た
の
な
ら
ば
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
文
章
を
入
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
か
。

さ
て
次
に
、
十
訓
抄
で
傍
線
を
施
し
た
部
分
「
五
月
廿
日
余
」
と
「
太
后

宮
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
、
「
五
月
廿
日
余
」
は
今
物
語
に
は
な
く
「
太
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后
宮
」
と
い
う
の
も
今
物
語
の
『
北
の
た
い
」
と
い
う
よ
り
は
具
体
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
今
物
語
が
十
訓
抄
を
ひ
い
た
と
し
た
場
合
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う

に
わ
か
り
に
く
く
し
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
の
に

有
効
な
の
が
悦
目
抄
で
あ
る
。
悦
日
抄
に
も
こ
の
第
四
話
と
同
じ
話
が
の
っ
て

い
る
が
、
一
部
分
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
十
訓
抄
と
同
文
で
あ
る
。
悦
目
抄
が
後

世
の
偽
作
だ
と
す
る
と
、
今
物
語
よ
り
成
立
年
代
が
お
そ
く
な
る
。
し
か
し
悦

目
抄
は
今
物
語
よ
り
先
に
成
立
し
て
い
た
何
ら
か
の
資
料
を
用
い
て
こ
の
話
を

書
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
資
料
と
十
訓
抄
の
両
方
を
今
物

語
が
参
考
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
十
訓
抄
よ
り
今
物
語
の
方
が
わ
か
り
に

く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
先
に
の
一
べ
た
が
、
以
上
の
事
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
十
訓
抄
の
書
き
だ
し
の
部
分
の
「
五
月
廿
日
余
」

が
悦
臼
抄
が
用
い
た
と
思
わ
れ
る
一
資
料
で
は
「
み
な
月
の
廿
日
あ
ま
り
の
比
」

ま
た
前
者
の
「
太
后
宮
」
が
時
者
で
は
「
や
む
事
な
き
后
の
宮
」
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
こ
の
二
書
を
参
考
に
し
た
今
物
語
の
作
者
が
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
わ

か
ら
ず
に
日
付
け
を
と
り
の
ぞ
き
一
、
同
様
に
こ
の
話
で
た
い
し
て
必
要
と
も
思

わ
れ
な
い
場
所
を
「
北
の
た
い
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
第
四
話
に
お
い
て
は
今
物
語
の
方
が
十
訓
抄
を
ひ
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
今
物
語
の
第
十
話
、
第
四
十
話
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

文
章
が
省
略
さ
れ
て
い
た
り
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
和
歌
が
加

わ
っ
て
い
た
り
す
る
乙
と
な
ど
か
ら
検
討
し
て
第
十
話
、
四
十
話
で
も
、
第
四

話
と
同
様
、
今
物
語
が
十
訓
抄
を
ひ
い
た
と
考
え
る
。

さ
て
今
ま
で
の
三
説
話
は
二
警
の
相
違
に
よ
っ
て
そ
の
先
後
関
係
を
考
え
る

ζ

と
が
で
き
た
が
、
残
り
の
第
二
話
、
第
五
話
、
第
二
十
二
話
の
三
話
は
ほ
と

ん
ど
同
文
で
先
後
を
わ
か
ち
か
ね
る
。
部
分
的
な
単
語
の
ち
が
い
は
あ
っ
て

も
、
そ
れ
ら
は
両
書
の
先
後
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

さ
て
今
物
語
と
同
じ
内
容
の
説
話
が
の
っ
て
い
る
も
の
に
袋
一
草
紙
、
無
名

抄
、
古
今
著
聞
集
、
平
家
物
語
が
あ
る
。
古
今
著
聞
集
は
今
物
語
と
影
響
関
係

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
し
、
平
家
物
語
は
今
物
語
よ
り
後
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
今
物
語
が
他
書
を
ひ
い
た
場
合
の
態
度
を
考
え
る
際
に
は

問
題
に
さ
れ
な
い
。

無
名
抄
で
は
一
説
話
だ
け
が
人
守
物
語
と
共
通
し
て
い
る
。
無
名
抄
に
「
周
防

内
侍
家
事
」
と
し
て
「
周
防
内
侍
が
我
さ
へ
の
き
の
し
の
ぶ
草
と
よ
め
る
家
は

冷
泉
ほ
り
か
は
の
北
と
に
し
と
の
す
み
な
り
」
と
あ
る
が
今
物
語
で
は
「
む
か

し
の
周
防
内
侍
が
家
の
あ
さ
ま
し
な
か
ら
建
久
の
比
ま
て
冷
泉
堀
川
の
に
し
と

き
た
と
の
す
み
に
く
ち
の
乙
り
で
あ
り
け
る
を
ゆ
き
て
み
け
れ
ば
我
さ
ヘ
軒
の

し
の
ぶ
草
と
柱
に
む
か
し
の
手
に
で
か
き
つ
け
た
り
し
が
あ
り
け
れ
い
と
あ
は

れ
な
り
こ
れ
を
み
で
あ
る
歌
よ
み
か
き
付
け
る

こ
れ
や
そ
の
昔
の
後
と
恩
ふ
に
も

恋
に
あ
は
れ
の
た
え
ぬ
や
と
か
な
」
と
な
っ
て
い
る
、
無
名
抄
よ
り
長
く

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
加
わ
っ
た
部
分
は
和
歌
に
関
し
た
乙
と
で
あ
り
、
乙
れ

は
十
訓
抄
と
の
相
違
が
和
歌
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
と
凹
U

わ
れ
る
。
同
じ
乙
と
が
袋
草
紙
と
の
関
係
に
お
い
て
も
い
え
る
。
今
物
語
の
第

四
十
一
話
の
書
き
だ
し
は
「
後
拾
遺
を
撰
ば
れ
け
る
時
秦
兼
方
と
云
け
る
随
身

去
年
み
し
に
色
も
か
は
ら
す
咲
に
け
り

花
乙
そ
物
は
思
は
さ
り
け
れ

と
云
歌
を
よ
み
て
え
ら
ふ
人
の
許
に
行
て
此
歌
入
ん
と
望
み
け
る
」
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
袋
草
紙
は
「
兼
方
参
彼
卿
亭
花
コ
ソ
ノ
歌
を
入
撰
集
申

請
」
で
あ
る
。
袋
草
紙
で
は
た
だ
「
花
コ
ソ
ノ
歌
」
と
し
て
あ
る
の
が
今
物
語

の
方
で
は
全
歌
が
あ
げ
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
和
歌
に
知
識
の
あ
っ
た
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作
者
の
表
現
方
法
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
今
物
語
の
先
行
作
品
、
無
名
抄
、
袋
草
紙
な
ど
を
考
え
る
と
、

A
「
物
語
と
の
相
違
は
、
十
訓
抄
と
の
根
違
の
場
合
と
同
様
に
和
歌
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
い
例
な
が
ら
言
え
る
。

さ
て
次
に
十
訓
抄
で
あ
る
が
、
十
訓
抄
が
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

は
、
天
満
宮
御
縁
起
、
大
鏡
、
水
鏡
、
栄
華
物
語
、
大
和
物
語
、
伊
勢
物
語
、
，

袋
草
紙
、
俊
頼
口
伝
、
古
事
談
、
今
昔
物
語
集
、
そ
の
他
数
多
く
あ
る
。

ζ
れ

ら
を
い
ち
い
ち
対
比
さ
せ
て
考
え
る
の
は
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
の

で
、
今
物
語
と
同
じ
よ
う
に
和
歌
に
つ
い
て
の
話
を
主
と
し
た
も
の
で
和
文
脈

に
よ
っ
て
い
る
伊
勢
物
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
十
訓
抄
で
明
ら
か
に
今

物
一
訟
を
出
典
と
し
て
い
る
と
わ
か
る
の
は
二
話
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
十
訓
抄
第

十
の
第
四
話
で
そ
れ
を
対
比
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
に
は
二
条
の
后
に
つ
か

う
ま
つ
る
男
同
じ
く
女
の
侍
ふ
を

Tこ、び、か、思、 lひれ兇
天、ひ、り、て、さ、ひ、Tひなか

へ、の、乙、な、物、ん、っ、ぃ、かは
ff.、河、ぽ、ど、c、と、め、め、りし
つ‘ し、し、し、ぃ、た、ん、けて
る、 l乙、て、に、ひ、る、し、るよ
関、 乙、 ぁ、け、乙、て、 l乙ば
を、ひ、ひ、れ、と、ぉ、ぃ、ひ
今、は、 l乙、ば、す、ぼ、か、け
は、ま、け、女、こ、っ、で、れ
や、さ、り、ぃ、し、か、物、ど
め、 り、 物、と、は、な・ど、も
て、 ぬ・ が、忍、る、く、し、っ

む
か
し
二
条
后
に
仕
う
ま
つ
る
を

と
こ
あ
り
け
り
女
の
仕
ふ
ま
つ
り

け
る
を
常
に
見
か
は
し
て
よ
ば
ひ

わ
た
り
け
り
い
か
で
物
ど
し
に
対

面
し
て
お
ぼ
つ
か
な
く
息
ひ
つ
め

た
る
事
す
こ
し
は
る
か
さ
ん
と
い

ひ
け
れ
ば
女
い
と
忍
び
て
物
ご
し

に
あ
ひ
に
け
り
物
が
た
り
な
ど
し

て
を
と
と

ひ
こ
ぼ
し
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天

の
河へ

だ
つ
る
関
を
A
「
は
や
め
て
－

とくこ、
ぞはの、

い歌、ょ、
へlひ
どめ、
もで、
誠て、
にあ、
はひ、
后 l乙、
のけ、
御り、
事か、

ょ

こ
の
歌
に
め
で
て
あ
ひ
に
け
り

十
訓
抄
は
最
初
に
「
伊
勢
物
語
に
は
」
と
し
て
そ
の
出
典
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
い
か
で
物
ご
し
に
」
か
ら
「
乙
の
歌
に
め
で
て
あ
ひ
に
け
り
」
ま
で

は
、
た
だ
伊
勢
物
語
に
「
を
と
こ
」
が
多
い
だ
け
で
、
あ
と
は
助
詞
、
助
動
詞

に
い
た
る
ま
で
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
話
で
も
「
伊
勢
物
語
に

い
は
く
」
と
出
典
を
示
し
、
伊
勢
物
語
か
ら
引
い
た
部
分
は
ま
っ
た
く
同
じ
で

あ
る
。
先
に
今
物
語
と
ほ
ぼ
同
文
で
先
後
を
わ
か
ち
か
ね
る
と
し
た
三
説
話
も

十
訓
抄
と
筋
の
運
び
方
、
帝
人
意
は
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
が
、
助
詞
、
助
動
詞

な
ど
の
細
か
い
点
で
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ち
が
っ
て
い
て
伊
勢
と
の
関
係
に
お
け

る
ほ
ど
ぴ
っ
た
り
で
は
な
い
。
ま
た
今
物
語
と
十
訓
抄
で
共
通
す
る
説
話
が
六

話
あ
る
の
だ
か
ら
そ
の
う
ち
の
一
話
だ
け
で
も
「
今
物
語
に
は
」
と
し
て
も
よ

さ
そ
う
に
思
う
ロ

以
上
の
こ
と
か
ら
十
訓
抄
が
伊
勢
を
引
い
た
態
度
と
、
今
物
語
を
引
い
た
と

し
た
な
ら
そ
の
態
度
と
は
少
し
相
違
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

今

ま

で

の

乙

と

を

筆

理

す

る

と

、

一

村
第
四
話
、
第
十
話
、
第
四
十
話
で
は
’
今
物
語
の
方
が
十
訓
抄
を
ひ
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
話
、
第
五
話
、
第
二
十
二
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
先
後
は
わ
か
り

か
ね
る
。

今
物
語
の
十
訓
抄
以
外
の
他
書
と
の
伝
承
関
係
は
十
訓
抄
と
の
場
合
と

同
じ
と
恩
わ
れ
る
・

-16-

口（司



十
訓
抄
が
今
物
語
を
引
い
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
態
度
が
今
物
語
以
外

務
』
出
典
と
し
た
場
合
の
態
度
と
少
し
ち
が
う
。

乙
の
結
果
か
ら
今
物
語
が
十
訓
抄
を
ひ
い
た
の
だ
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
今
物
語
の
成
立
は
、
十
訓
抄
の
成
立
し
た
一
二

五
二
年
以
後
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

同

三
、
結

5命

今
物
語
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
乙
と
を
ま
と
め
る

’戸｝

一
、
作
者
は
藤
原
信
実
で
あ
る
。

二
、
内
部
徴
託
よ
り
一
二
三
九
年
以
後
成
虫
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
今
物
語
は
十
訓
抄
を
参
考
に
し
た
。

と
な
る
。
信
実
は
一
一
七
七
年
に
生
れ
、
一
二
六
五
年
に
没
し
て
お
り
、
十
訓

抄
の
成
立
は
一
二
五
二
年
以
後
だ
か
ら
、
綜
合
す
る
と
今
物
語
は
一
二
五
二
年

以
後
、
一
二
六
五
年
以
前
成
立
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
。
一
二
五
二
年
と
い

う
と
信
実
は
七
十
五
歳
で
あ
る
。
当
時
の
七
十
五
歳
は
相
当
な
高
齢
で
あ
る

が
、
信
実
は
八
十
八
歳
ま
で
生
き
の
び
た
人
で
あ
る
か
ら
（
し
か
も
八
十
八
歳

の
時
に
歌
合
に
参
加
し
て
い
る
）
、
今
物
語
を
老
後
の
作
品
と
み
な
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
野
村
八
郎
博
士
は
、
今
物
語
が
「
十
訓
抄
、
古
今
著

聞
集
な
ど
を
参
考
せ
し
な
ら
ば
、
本
書
は
此
の
如
き
小
冊
子
に
止
ら
ず
、
内
容

さ
ら
に
豊
富
な
る
書
物
と
な
り
し
な
ら
ん
と
考
へ
ら
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
私
の
乙
の
五
十
三
編
と
い
う
小
冊
子
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
信
実
の
七
十
五

歳
以
後
と
い
う
高
齢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
今
物
語
が
信
実
七
十
五
歳
以
後
の
作
品
と
す
る
場
合
、
乙
の
作
口
聞
に

流
れ
て
い
る
精
神
が
そ
ん
な
に
老
人
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
乙
と
を
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

今
物
語
に
は
、
古
き
を
慕
う
情
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
集
中
に
多
く
み

ら
れ
る
「
い
と
や
さ
し
か
り
け
り
」
、
「
い
み
じ
か
り
か
り
」
と
い
っ
た
語

（
注
七
）

が
端
的
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
日
本
文
学
史
」
に
今
物
語
の
こ
と

を
、
「
宮
廷
的
説
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
説
話
集
で
あ
る
が
、
そ
の
宮
廷
が

平
安
朝
盛
時
の
そ
れ
で
な
く
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
時
代
の
動
き
に
目
を
開
か
な
い
で
、
古
い
体

制
の
生
活
の
中
に
品
目
の
夢
を
見
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
態
度
が
、
こ
の
作
品
を

活
力
の
乏
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」
と
あ
る
が
、
私
も
同
感
で
あ

る
。
古
い
体
制
の
生
活
の
中
に
昔
の
夢
を
み
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
消
極
的
態
度

は
や
は
り
若
者
の
そ
れ
で
は
な
く
、
か
な
り
老
齢
者
の
態
度
で
は
な
か
ろ
う

J
N
 ま

た
、
今
物
語
の
半
ば
二
十
七
話
あ
た
り
か
ら
急
に
、
神
仏
に
関
す
る
説
話

が
多
く
な
っ
て
く
る
。

賀
茂
に
こ
も
っ
て
い
た
女
房
一
が
、
歌
に
よ
っ
て
よ
い
夫
を
得
た
と
か
、
大
苔

薩
の
御
前
で
歌
を
よ
ん
だ
ら
娘
の
目
が
あ
い
た
と
か
、
夢
で
山
王
か
ら
歌
を
も

ら
い
そ
の
後
病
が
よ
く
な
っ
た
と
か
、
紫
式
部
が
そ
ら
ど
と
の
源
氏
物
語
を
作

っ
た
た
め
に
地
獄
に
落
ち
、
念
仏
を
す
る
よ
う
に
人
に
頼
ん
だ
と
か
い
う
の
が

そ
れ
で
あ
っ
て
十
二
、
三
一
話
が
こ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
五
十
三
一
編
の
約
四
分

の
一
が
ζ

う
い
っ
た
神
仏
に
関
し
た
説
話
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
世
相
を
思

わ
せ
る
し
、
ま
た
老
人
の
思
想
を
思
わ
せ
る
。

乙
う
考
え
て
く
る
と
、
今
物
語
に
お
け
る
精
神
は
若
者
の
精
神
と
考
え
る
よ

り
は
か
な
り
高
齢
者
の
精
神
で
あ
る
と
す
る
の
が
無
難
と
恩
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
七
十
五
歳
以
後
に
書
い
た
も
の
と
考
え
て
も
矛
盾
し
な
い
と

白
血
v勺〆
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以
上
の
ζ

と
か
ら
私
は
、
今
物
語
の
成
立
年
代
を
一
二
五
二
年
以
後
、

六
五
年
以
前
と
結
論
づ
け
る
。

（
付
記
）

本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合

上
、
資
料
を
ほ
と
ん
ど
省
略
し
た
の
で
詳
し
く
は
卒
業
一
論
文
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

註

本
朝
書
籍
目
録
成
立
は
建
治
三
年
（
一
ニ
七
七
）
以
後
、
永
仁
二
年
〈
一

芭
蕉
の

「
散
文
尊
重
時
代
」

l乙

つ
註
二

註
三

註
四

註
五

註
六

註
七

二
九
四
）
で
あ
る
。

十
訓
抄
と
今
物
語

鎌
倉
室
町
時
代
文
学
史
（
昭
和
十
年
国
本
出
版
社
）

岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
六
巻
中
世

日
本
文
学
史
研
究
一
三
号
昭
和
二
十
六
年
八
月

第
二
話
、
第
四
話
、
第
五
話
、
第
十
話
、
第
二
十
二
話
、
第
四
十
話

久
松
潜
一
著
日
本
文
学
史
中
世

1
1
1
小
宮
豊
隆
氏
の
論
を
中
心
と
し
て

i
l

て

let 

じ

め

小
宮
豊
隆
氏
が
そ
の
著
書
、
「
宜
蕉
世
阿
弥
、
秘
伝
、
円

ud日
の
中
で
、
「
芭

蕉
の
散
文
尊
重
時
代
」
と
い
う
事
を
い
わ
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
浬

白
か
ら
で
あ
っ
た
。

ω俳
文
の
制
作
が
、
多
く
の
も
の
が
貞
享
四
・
五
年
以
後
、
も
し
く
は
「
お

く
の
ほ
そ
道
」
以
後
に
さ
れ
て
い
る
。

ω
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
が
、
最
初
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
を
完
成
し
た
姿
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聞
に
は
さ
ま
れ
た
「
鹿
島
紀
行
」
「
笈
の
小
文
」

日也
J
U
T
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足

悠

美

子

「
更
科
紀
行
」
の
一
群
が
脇
道
に
そ
れ
て
い
る
。

ω
「
鹿
島
紀
行
」
「
笈
の
小
文
」
「
更
科
紀
行
」
の
一
群
は
、
芭
蕉
の
訪
僅

の
跡
を
示
す
も
の
で
あ
忍
。
そ
の
仇
復
と
自
得
と
を
我
々
に
告
げ
る
徴
候

の
一
つ
と
し
て
、
「
散
文
尊
重
時
代
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

小
宮
口
氏
が
い
わ
れ
る
「
散
文
尊
重
時
代
」
と
い
う
の
は
、
「
芭
蕉
が
是
れ
ま
で

そ
れ
ほ
ど
注
目
し
な
か
っ
た
散
文
に
l
｜
散
文
に
よ
っ
て
自
分
自
身
表
現
す
る

事
に
｜
l
特
に
興
味
を
感
だ
だ
し
た
時
代
が
、
丁
度
こ
の
貞
享
四
・
五
年
（
元

球
元
年
）
の
前
後
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。




