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を
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て
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西
行
伝
説
の
形
成

結
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明
治
の
末
期
に
、
そ
の
説
話
の
虚
構
性
が
厳
し
く
論
求
さ
れ
て
よ

り
、
西
行
の
研
究
は
、
説
話
に
描
か
れ
て
い
る
西
行
像
を
虚
像
と
し

て
切
り
捨
て
、
彼
の
作
品
の
解
釈
・
鑑
賞
を
も
と
に
実
像
を
定
立
す

る
乙
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
世

期
の
歌
人
・
連
歌
師
・
謡
曲
の
作
者
か
ら
江
戸
時
代
の
俳
人
に
至
る

ま
で
、
彼
ら
が
思
慕
・
憧
景
し
て
や
ま
な
い
西
行
像
と
は
、
実
の
部

分
と
虚
の
部
分
と
を
併
せ
持
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
虚
像
と
実
像
と

佐
々
木
り
ほ
子

の
混
鴻
の
中
に
乙
そ
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
も
、
当
時
西
行
の

伝
記
と
怠
れ
て
い
た
『
西
行
物
語
』
や
西
行
自
記
の
書
と
考
え
ら
れ

て
い
た
『
撰
集
抄
』
を
愛
読
し
た
一
人
で
あ
り
、
数
々
の
紀
行
文
中

に
そ
れ
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

今
挙
げ
た
『
西
行
物
語
』
と
『
撰
集
抄
』
が
虚
像
西
行
を
語
っ
て

ち
た
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
奇
し
く
も
乙
の
二
書
は
ほ
と

ん
ど
期
を
同
じ
く
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
他

の
説
話
集
中
に
西
行
説
話
が
登
場
す
る
の
も
ま
さ
に
同
時
期
、
す
な

わ
ち
十
三
世
紀
半
ば
、
一
二
四

O
t
一
二
五

O
年
頃
に
集
中
す
る
。

西
行
の
没
後
わ
ず
か
五
、
六

O
年
の
乙
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
没
後
間
も
な
く
に
し
て
、
し
か
も
一
時
期
に
集
中
し

て
西
行
説
話
が
語
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
、
一
体
何
に
因
る
も
の
な
の

か
。
本
論
で
は
、
西
行
説
話
の
内
容
を
分
析
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
当

時
の
人
々
の
西
行
観
を
探
り
、
虚
像
西
行
形
成
の
源
泉
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。

本
論は

じ
め
に
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卒
業
論
文
に
お
い
て
は
、
表
ー
に
挙
げ
た
説
話
集
に
つ
い
て
の
分

析
・
考
察
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
摘
で
は
、
そ
の
結
果
、

様
々
な
西
行
説
話
を
総
合
的
に
有
し
て
い
る
と
判
断
し
た
『
西
行
物

語
』
を
主
に
取
り
あ
げ
、
論
じ
て
い
く
乙
と
と
す
る
。

第
一
章
『
西
行
物
語
』

『
西
行
物
語
』
は
西
行
の
一
生
を
実
録
風
に
描
い
た
物
語
で
あ
る
o

H

実
録
風
に
“
と
記
し
た
と
と
く
そ
の
内
容
は
、
事
実
に
交
え
て
虚

構
を
も
含
む
。
乙
乙
で
は
そ
の
虚
構
部
分
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
乙
の

物
語
を
分
析
し
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

－
収
載
主
れ
る
和
歌
に
つ
い
て

「
西
行
物
語
』
に
は
全
二

O
九
首
の
和
歌
が
収
載
8
れ
て
い
る
（
文

明
本
）
。
一
首
が
重
出
、
十
八
首
が
他
人
の
歌
で
、
西
行
実
詠
歌
は

一九

O
首
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
多
数
の
和
歌
を
収
載
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
作
者
が
「
西
行
物
語
』
に
西
行
歌
集
と
し
て
の
性
質
を
備

え
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

i
Q
4
J
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ま
た
、
そ
の
一
九

O
首
の
内
訳
を
み
る
と
『
新
古
今
和
歌
集
』
入

集
歌
が
九
一
首
も
数
え
ら
れ
る
。
『
新
古
今
和
歌
集
』
中
の
西
行
入

集
歌
九
四
首
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
全
て
と
い
え
る
九
一
首
の
採
用
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
九
一
首
中
に
は
物
語
の
筋
を
形
成
す

る
に
は
困
難
な
八
題
知
ら
ず
〉
七
四
首
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
平
泉
で
詠
ん
だ
〈
恋
百
首
〉
仁
和
寺
の
御
室
に
て
詠
ん
だ
八
月
百

首
〉
等
を
わ
ざ
わ
ざ
設
定
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
『
新
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
を
「
西
行
物
語
」
に
収
め
て
し

ま
う
乙
と
が
作
者
の
意
図
と
し
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
乙
れ

は
作
者
が
西
行
を

n
新
古
今
筆
頭
歌
人
M

と
し
て
強
く
意
識
し
て
い

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
に
か
く
、
こ
れ
ら
の
歌
の
存
在
は
、
「
西
行
物
語
」
に
お
い
て
、

西
行
の
歌
人
と
し
て
の
面
を
語
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。

Z

妻
子
語
付

『
西
行
物
語
」
に
お
け
る
西
行
と
そ
の
妻
、
西
行
と
娘
と
の
関
係

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
深
い
愛
情
の
結
び
つ
き
を
感
ず
る
乙
と
が
で
き

る
。
そ
の
固
く
結
ば
れ
た
夫
婦
の
紳
、
親
子
の
緋
を
通
し
て
、
西
行

の
人
間
性
が
窺
え
よ
う
。
が
、
一
面
で
、
そ
の
よ
う
な
愛
情
を
も
振

り
切
っ
て
仏
道
へ
と
走
っ
た
西
行
像
と
い
う
も
の
も
、
対
照
的
に
浮

か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
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出
家
語
、
往
生
語

八
年
頃
た
へ
が
た
く
い
と
ほ
し
が
り
し
四
歳
な
る
女
子
〉
を
八
是

乙
そ
は
煩
悩
の
き
ず
な
を
切
る
は
じ
め
と
思
ひ
て
、
縁
よ
り
下
に
蹴

落
し
〉
た
と
す
る
西
行
出
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
よ
り
著
名
で
あ
る
の
が
、
八
重
代
ノ
勇
士
〉
た
る
家
も
北

面
の
武
士
と
し
て
の
名
も
捨
て
、
八
家
富
ミ
年
若
ク
、
心
ニ
愁
へ
ナ

ク
シ
テ
、
遂
ニ
以
テ
遁
世
ス
〉
と
記
主
れ
た
藤
原
頼
長
『
台
記
』
の

西
行
評
で
あ
ろ
う
。
乙
の
心
に
愁
へ
な
く
し
て
純
粋
な
道
心
に
導
か

れ
る
ま
ま
の
出
家
、
は
人
々
に
嘆
美
さ
れ
る
と
同
時
に
、
様
々
な
俗

的
な
憶
測
を
生
ん
だ
。
現
在
も
失
恋
説
、
政
治
説
、
遁
世
へ
の
憧
景
、

数
奇
に
生
き
よ
う
と
し
た
、
等
、
出
家
の
原
因
に
つ
い
て
、
様
々
に

論
じ
ら
れ
る
が
、
結
論
は
出
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
そ
の
出
家
と
共
に
多
く
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

往
生
請
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

西
行
は
晩
年
、
八
願
は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
怠

ら
ぎ
の
望
月
の
乙
ろ
〉
と
い
う
歌
を
読
み
、
そ
の
願
い
通
り
の
最
期

を
遂
げ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
友
人
や
知
人
た
ち
に
深
い
感
動
を

与
え
た
と
み
え
て
、
藤
原
俊
成
の
『
長
秋
詠
草
』
な
ど
、
四
書
に
そ

の
死
が
記
録
注
れ
て
い
る
。
が
『
西
行
物
語
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ら
文
献
の
示
す
資
料
と
、
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
相
違
が
み
ら
れ
る
。

そ
乙
で
、
そ
の
虚
構
部
分
形
成
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
実
際
に
は
十
六
日
で
あ
っ
た
入
寂
の
日
が
十
五
日
と
な
る

点
は
、
八
願
望
ど
お
り
の
往
生
と
い
う
乙
と
は
西
行
の
入
寂
を
無
比

の
も
の
と
し
た
。
西
行
往
生
談
は
そ
の
上
で
十
六
日
で
は
な
く
、
ま

き
に
釈
迦
入
裁
の
十
五
日
に
語
る
と
乙
ろ
に
こ
そ
関
心
が
寄
せ
ら
れ

3. 

る
〉
と
、
坂
口
一
郎
似
述
べ
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際

に
は
七
十
三
歳
で
入
寂
し
た
点
が
八
十
歳
と
な
っ
て
い
る
乙
と
も
、

釈
迦
が
八
御
ン
年
八
十
ニ
シ
テ
〉
（
「
三
国
伝
記
』
）
亡
く
な
っ
た

こ
と
に
擬
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
、
入
患
の
場
所

が
、
弘
川
寺
で
は
な
く
双
林
寺
と
な
る
点
は
ど
う
か
。
双
林
寺
周
辺

に
集
う
念
仏
聖
な
ど
の
遁
世
者
た
ち
が
伝
説
を
形
成
し
た
と
す
る
説

（
坂
口
氏
）
と
、
双
林
と
い
う
名
が
釈
迦
入
滅
の
場
所
を
想
起
さ
せ

る
と
し
正
面
行
物
語
」
の
作
者
が
意
図
的
に
選
び
出
し
た
と
す
る

説
（
谷
口
氏
）
が
あ
る
。
が
、
両
説
と
も
H

西
行
の
釈
迦
入
滅
に
比

せ
ら
れ
る
最
期
u
k感
動
し
た
人
（
た
ち
）
に
よ
っ
て
虚
伝
が
作
り
あ

げ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
相
違
は
な
い
。
乙
乙
で
出

家
請
に
措
か
れ
た
と
乙
ろ
の
義
清
と
妻
子
と
の
別
れ
や
、
鳥
羽
院
か

ら
頂
く
数
々
の
誉
れ
を
振
り
切
る
と
こ
ろ
を
、
八
妻
子
珍
宝
及
王
位
〉

を
振
り
捨
て
て
出
城
し
た
悉
達
太
子
に
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
み
れ
ば
、
「
西
行
物
語
」
の
出
家
謹
・
往
生
語
に
作
者
が
託

し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
西
行
と
釈
迦
と
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ァ
プ
さ
せ
る

構
造
と
い
う
も
の
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

5
・
6
修
行
語
・
交
流
譲

以
上
述
べ
た
ほ
か
に
も
、
「
西
行
物
語
』
の
特
徴
と
し
て
は
、
西

行
の
修
行
語
、
つ
ま
り
諸
国
行
脚
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
旅
か

ら
旅
の
人
生
と
し
て
描
い
た
乙
と
、
和
歌
の
詞
書
な
ど
か
ら
察
せ
ら

れ
る
友
人
と
の
交
流
面
を
多
く
と
り
あ
げ
た
乙
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
章
西
行
説
話
の
背
景

第
二
節
「
撰
集
抄
』
と
の
関
連
を
ふ
ま
え
て

『
西
行
物
語
』
以
外
の
西
行
説
話
の
う
ち
、
最
も
後
世
に
影
響
を
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与
え
た
と

8
れ
る
の
が
『
撰
集
抄
』
で
あ
る
。
長
い
間
、
西
行
自
記

の
書
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
そ
れ
が
否
定
怠
れ
、

「
西
行
仮
託
の
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
西

行
自
身
の
乙
と
を
描
い
た
箇
所
は
少
な
く
、
全
九
巻
一
一

O
話
の
説

話
中
、
十
三
話
が
西
行
に
関
連
の
あ
る
説
話
で
あ
る
ほ
か
は
、
何
ら

西
行
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
き
ら
に
、
そ
の
十

三
話
中
で
も
、
西
行
を
主
人
公
と
す
る
話
は
巻
五
第
十
四
と
、
第
十

五
の
ニ
話
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
他
の
百
余
話
に
お
い
て
は
、
西
行

が
廻
国
修
行
中
に
出
会
っ
た
、
あ
る
い
は
伝
え
聞
く
と
乙
ろ
の
、
理

想
的
な
遁
世
者
が
主
人
公
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
乙

に
、
「
撰
集
抄
』
は
西
行
を
案
内
人
と
し
な
が
ら
、
遁
世
者
た
ち
の

説
話
の
数
々
を
描
く
乙
と
を
そ
の
テ
l

マ
と
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
、

と
い
う
乙
と
が
で
会
－
ょ
う
。

斗主

A

－

と
こ
ろ
で
、
西
尾
氏
は
、
『
撰
集
抄
』
の
登
場
人
物
を
、
西
行
で

あ
れ
ば
乙
の
よ
う
な
言
動
を
と
る
と
考
え
て
描
か
れ
た
八
西
行
的
人

間
〉
と
、
そ
の
八
西
行
的
人
間
〉
に
よ
っ
て
共
感

8
れ
た
八
西
行
好

み
の
人
間
〉
の
二
種
に
分
け
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
十

三
話
中
に
登
場
す
る
H

西
行
M

が
、
西
尾
氏
の
い
う
八
西
行
的
人
間
〉

な
の
で
あ
る
が
、
乙
の
八
西
行
的
人
間
〉
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

『
西
行
物
語
』
と
の
関
連
が
気
に
掛
か
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
『
撰
集

抄
』
に
お
い
て
は
僧
侶
と
し
て
の
西
行
が
強
調
主
れ
、
歌
人
と
し
て

の
彼
は
控
え
目
に
描
か
れ
る
と
い
う
大
き
な
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
他
の
面
に
は
類
似
点
も
多
い
。
列
挙
す
れ
ば
、
開
待
賢
門
院
関

係
の
女
房
と
の
交
流
を
描
く
刊
西
行
と
の
交
流
を
描
く
制
高
野
・
吉

野
を
舞
台
に
選
ぶ
伸
江
口
の
遊
女
と
の
贈
答
を
も
と
に
一
つ
の
説
話

を
形
成
し
た
ゆ
西
行
の
妻
の
描
写
帥
四
国
修
行
の
旅
に
言
及
し
て
い

る
伺
崇
徳
院
の
話
例
八
無
常
心
に
し
み
て
、
君
の
忠
勤
よ
し
な
く
て

妻
子
を
ふ
り
捨
て
出
侍
し
か
ば
〉
と
語
る
部
分
、
等
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
西
行
の
廻
国
修
行
者
と
し
て
の
性
質
が
、
ど
ち
ら
に
お
い

て
も
話
の
根
底
に
あ
る
乙
と
な
ど
も
特
筆
8
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
も
の
の
、
『
西
行
物
語
』
と
『
撰
集
抄
』

は
ど
ち
ら
か
が
一
方
を
典
拠
に
し
て
成
っ
た
と
言
い
切
る
乙
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
成
立
年
次
が
極
め
て
近
く
、
当
時
一

冊
の
本
が
あ
る
程
度
流
布
す
る
に
要
す
る
時
聞
を
思
え
ば
そ
れ
は
不

可
能
な
乙
と
と
な
る
。
で
は
、
乙
の
二
書
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に
説

明
8
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
世
鎌
倉
期
に
は
「
念
仏
聖
一
「
勧
進
聖
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
沢

山
の
聖
た
ち
が
い
た
。
彼
ら
は
理
想
と
す
べ
き
僧
侶
た
ち
の
逸
話
を

唱
導
し
て
ま
わ
っ
て
い
た
。
私
は
乙
れ
ら
念
仏
聖
た
ち
が
、
『
西

行
物
語
』
的
西
行
説
話
を
唱
導
し
て
ま
わ
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
。

成
立
の
問
題
は
伺
も
『
撰
集
抄
』
と
『
西
行
物
語
』
の
聞
に
の
み
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
西
行
説
話
の
載
る
説
話
集
の
ほ
と
ん
ど
の

成
立
年
次
も
、
一
二
五

O
年
頃
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
説
話
中
に
み
る
西
行
像
と
い
え
ば
、
廻
国
修
行
者
と
し
て
の
西
行

．
魅
力
的
な
出
家
請
と
釈
迦
に
比
せ
ら
れ
る
往
生
語
を
持
つ
西
行
・

そ
し
て
歌
人
と
し
て
一
目
置
か
れ
る
西
行
と
い
う
よ
う
に
『
西
行
物

語
』
に
お
け
る
西
行
像
と
共
通
す
る
点
が
多
い
の
で
あ
る
。
乙
れ
ら

一
二
五

O
年
頃
に
集
中
し
て
登
場
す
る
西
行
説
話
の
背
景
に
は
、
念

仏
聖
た
ち
の
存
在
と
、
彼
ら
の
唱
導
の
過
程
で
自
ず
と
生
じ
た
で
あ

ろ
う
西
行
伝
説
の
存
在
を
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

nu 
phυ 



第
三
章
西
行
伝
説
の
形
成

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
西
行
は
没
後
わ
ず
か
の
期
聞
に
、

急
速
に
伝
説
の
人
と
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
体
そ
れ
は
伺
に

困
る
も
の
な
の
か
。

乙
こ
に
結
論
か
ら
述
べ
る
と
す
れ
ば
、

ωか
ね
て
か
ら
の
願
望
ど
お
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
の

見
事
な
最
期
。

ω入
寂
請
を
起
点
と
し
て
問
い
直
吉
れ
た
生
涯
。
そ
こ
で
注
目

8

れ
た
〈
心
無
愁
、
遂
以
遁
世
〉
と
評
注
れ
た
と
乙
ろ
の
出
家
請
。

ω没
後
十
五
年
自
に
得
た
H

新
古
今
筆
頭
歌
人
u

と
し
て
の
栄
誉
。

ω乙
れ
ら
を
も
と
に
西
行
に
つ
い
て
語
っ
て
歩
い
た
唱
導
聖
た
ら

の
存
在
。

四
点
が
相
乗
的
に
効
果
し
合
「
た
結
果
で
あ
る
、

の、ヲ。。
西
行
は
生
前
か
ら
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
ま
ず
『
詞
花
和

歌
集
』
に
一
首
入
集
し
、
そ
し
て
「
千
載
和
歌
集
』
で
は
十
八
首
の

入
集
を
果
し
た
。
乙
の
十
八
首
と
い
う
の
は
千
載
集
歌
人
と
し
て
第

九
位
に
位
置
し
て
い
る
。
勅
撰
集
で
の
乙
の
実
績
の
み
な
ら
ず
、
自

撰
「
御
裳
濯
歌
合
」
の
判
調
を
藤
原
俊
成
に
託
し
た
こ
と
、
同
じ
く

「
宮
河
歌
合
」
の
判
調
を
俊
成
の
子
息
・
定
家
に
依
頼
し
、
そ
の
折

に
若
い
定
家
を
励
ま
す
消
息
を
書
い
て
い
る
乙
と
な
ど
か
ら
も
、
当

時
の
、
歌
人
・
西
行
の
位
置
が
忍
ば
れ
よ
う
。

そ
の
彼
が
、
か
ね
て
詠
ん
で
い
た
と
い
う
八
願
は
く
は
花
の
し
た

に
て
春
死
な
む
そ
の
如
月
の
望
月
の
乙
ろ
〉
と
い
う
歌
の
と
お
り
、

建
久
元
年
二
月
十
六
日
に
生
涯
を
終
え
た
。
彼
と
親
交
の
深
か
っ
た

と
私
は
考
え

人
々
は
そ
の
死
に
少
な
か
ら
ず
感
動
を
覚
え
た
。
俊
成
の
「
長
秋
詠

草
』
に
は
次
の
よ
う
に
記

8
れ
て
い
る
。
八
か
の
上
人
、
先
年
に
桜

の
歌
多
く
よ
み
け
る
中
に
願
は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死
な
む
そ
の

ち
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃
か
く
よ
み
た
り
し
を
を
か
し
く
見
た
ま
へ
し

ほ
ど
に
、
つ
ひ
に
き
・
8
ら
ぎ
十
六
日
望
月
を
は
り
と
げ
け
る
こ
と
、

い
と
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
く
覚
え
て
、
物
に
書
き
付
け
侍
る
、
願
ひ

お
き
し
花
の
し
た
に
て
を
は
り
け
り
蓮
の
う
へ
も
た
が
は
ざ
る
ら
む
〉

す
な
わ
ち
、
花
と
月
と
を
愛
し
た
歌
人
の
〈
花
の
し
た
〉
な
る
八
き

さ
ら
ぎ
望
月
〉
の
頃
の
入
寂
と
い
う
意
味
か
ら
と
、
釈
迦
入
減
を
追

う
よ
う
な
H

き
怠
ら
ぎ
望
日
“
の
入
寂
と
い
う
意
味
か
ら
と
の
二
つ

の
感
動
を
こ
の
文
章
か
ら
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。
ほ
か
に
も
慈

円
『
拾
玉
集
』
、
定
家
『
拾
遺
愚
草
』
、
後
京
極
良
経
「
秋
篠
月
清

集
』
に
も
そ
の
死
は
記
し
留
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
都
の
歌
人

た
ち
ゃ
彼
に
近
し
か
っ
た
僧
侶
た
ち
を
中
心
に
、
西
行
の
死
は
嘆
美

き
れ
、
語
り
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

こ
う
し
て
西
行
の
入
寂
請
は
立
派
な
往
生
諌
と
し
て
語
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
生
前
の
乙
と
も
人
々
の

口
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
を
集
め
た
の
は
や
は
り
出
家

請
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
か
に
無
常
観
流
れ
る
中
世
と
い
え
ど
も
、

世
を
捨
て
る
と
い
う
乙
と
は
や
は
り
困
難
な
乙
と
で
あ
う
た
と
思
う
。

だ
か
ら
こ
そ
人
々
の
道
心
を
深
め
る
た
め
の
数
々
の
発
心
・
往
生
請

を
集
め
た
仏
教
説
話
集
が
流
布
し
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
重
代
の
勇

士
の
家
柄
で
あ
り
、
家
は
富
み
、
院
の
北
面
と
し
て
華
や
か
な
盛
り

の
二
十
三
才
の
若
者
・
佐
藤
義
清
（
西
行
俗
名
）
が
、
そ
の
困
難
な

出
家
を
果
し
た
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
〈
心
に
愁
へ
無

噌
E
ム

F
h
u
 



き
〉
出
家
は
『
発
心
集
』
に
例
を
と
っ
て
み
て
も
全
一

O
二
話
中
、

三
話
ほ
ど
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
頼
長
の
記
し
た
ご
と
く
、
そ
れ

は
正
に
人
々
に
八
嘆
美
〉
怠
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
出
家
請
が
、
あ
の
往
生
誇
と
共
に
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
西
行
を
へ

人
々
が
別
格
視
す
る
の
は
必
定
で
あ
る
。

当
時
の
唱
導
聖
た
ち
は
、
乙
の
格
好
の
H

語
り
の
材
料
u
を
逃
さ

な
か
っ
た
。
彼
ら
が
乙
の
H

材
料
M

を
H

語
り
H

と
し
て
仕
上
げ
る

際
に
は
脚
色
が
行
わ
れ
、
事
実
と
は
違
う
も
の
、
す
な
わ
ち
虚
構
部

分
が
混
じ
っ
て
く
る
。
巷
聞
に
語
ら
れ
る
逸
話
と
彼
ら
唱
導
聖
の
創

作
と
が
相
乗
的
に
効
果
し
あ
っ
て
そ
の
虚
構
部
分
は
次
第
に
大
き
く

な
っ
て
い
く
。

ζ

乙
に
、
西
行
伝
説
が
生
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

私
は
第
一
章
で
『
西
行
物
語
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

そ
の
虚
構
形
成
の
背
後
に
、
常
に
一
人
の
作
者
を
想
定
し
て
き
た
。

し
か
し
乙
乙
で
訂
正
を
し
た
い
。
「
西
行
物
語
』
は
、
当
時
の
西
行

伝
説
を
吸
収
し
、
そ
れ
を
も
と
に
作
者
が
構
想
を
立
て
て
成
立
選
せ

た
物
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
西
行
の
説

話
も
乙
れ
に
等
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
唱
導
型
た
ち
が
中
、

υと
な
っ
て
西
行
の
伝
説
を
形
成

J

注
2

し
て
い
く
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
坂
口
氏
は
、
八
西
行
の
人
生
営
為

は
、
後
の
遁
世
聖
。
が
自
ら
を
語
る
寄
り
所
ー
乏
し
て
共
感
・
支
持
8
れ

た
の
で
あ
り
、
規
範
性
を
も
示
す
も
の
と
し
て
受
け
と
め
受
け
継
が

れ
て
〉
い
っ
た
と

8
れ
る
。
そ
の
、
八
共
感
・
支
持
〉
さ
れ
、
八
規

範
性
を
も
一
示
す
八
西
行
の
人
生
営
為
〉
と
は
。

西
行
の
出
家
直
後
の
詠
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
八
鈴
鹿

山
う
き
世
を
よ
そ
に
ふ
り
す
て
て
い
か
に
な
り
ゆ
く
わ
が
身
な
る
ら

斗

Z
F
D

む
〉
。
水
原
氏
は
乙
の
歌
を
、
乙
う
評
さ
れ
る
。
八
西
行
は
今
鈴
鹿

山
中
に
い
る
。
同
時
に
微
か
な
振
鈴
の
中
に
い
る
。
そ
の
不
協
和
音

の
微
音
が
、
決
行
後
の
己
れ
の
道
を
詰
問
し
、
戦
懐
会
せ
る
。
乙
の

歌
は
課
題
で
あ
る
。
中
略
、
し
か
も
そ
の
課
題
乙
そ
が
彼
の
五
十
年

を
貫
く
乙
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
一
。
〉
西
行
は
真
の
八
心
な
き
身
〉

と
な
る
べ
き
そ
の
〈
課
題
〉
に
向
か
っ
て
一
生
を
過
ご
し
た
。
そ
乙

に
は
常
に
自
分
の
心
を
凝
視
し
つ

F

つ
け
る
冷
徹
な
目
が
あ
っ
た
。
八
い

か
に
か
す
べ
き
わ
が
心
〉
八
思
へ
心
〉
八
あ
ゃ
し
ゃ
心
物
思
ふ
ら
し
〉

八
心
の
は
て
を
知
る
よ
し
も
が
な
〉
。
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
自
分

の
w
心
M

を
西
行
は
、
多
く
の
歌
に
記
し
留
め
て
い
る
。
水
原
氏
は
、

そ
の
八
H

心
H

の
正
体
を
追
う
仲
間
僅
〉
乙
そ
西
行
の
一
生
で
あ
っ
た

と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
八
出
家
の
の
ち
は
世
中
に
し
ば
し
も
あ

と
を
と
ゾ
め
む
乙
と
よ
し
な
し
と
恩
ひ
て
、
ふ
か
き
や
ま
や
ま
た
う

と
き
と
こ
ろ
と
乙
ろ
を
修
行
し
け
り
〉
と
し
て
、
ま

8
に
一
所
不
住

の
思
想
を
貫
き
、
漂
泊
の
一
生
を
終
え
た
『
西
行
物
語
』
の
西
行
像

を
、
虚
構
で
あ
り
な
が
ら
実
は
八
抽
象
的
に
は
真
実
を
直
指
し
て
い

る
〉
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
虚
伝
形
成
当
時
の
人
々
（
聖
を
中
心
に
）

の
西
行
観
、
そ
れ
を
反
映
し
た
西
行
説
話
に
は
必
ず
真
の
西
行
に
迫

る
何
か
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
水
原
氏
の
論
に
、
そ
の
H

何
か
4

の
答
を
み
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
に
か
く
、
今
述
べ
た
よ
う
な
西
行
の
八
人
生
営
為
〉
、
ま
た
そ

乙
に
記
し
留
め
ら
れ
た
和
歌
の
数
々
、
そ
れ
は
「
乱
世
」
「
末
世
」

と
呼
ば
れ
た
時
代
を
生
き
、
仏
道
を
志
し
な
が
ら
も
H

心
の
仲
間
程
M

を
禁
じ
得
な
か
っ
た
同
じ
痛
み
を
吐
露
す
る
も
の
と
し
て
遁
世
聖
た

ち
に
〈
共
感
・
支
持
主
れ
た
〉
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
西
行
の

52-



H

あ
り
が
た
き
“
往
生
誇
が
彼
ら
の
胸
を
打
ら
、
八
規
範
性
を
一
不
す

も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
〉
た
。
こ
の
よ
う
な
共
感
や
支
持
が
あ

「
た
か
ら
こ
そ
遁
世
聖
た
ち
の
H

語
り
“
は
熱
を
帯
び
、
一
時
期
に

多
く
の
西
行
説
話
が
書
物
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
一
つ
付
け
加
え
を
し
た
い
。
西
行
の
別
格
視
は
当
時
の
歌

壇
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
歌

壇
に
お
い
て
は
、
言
わ
ば
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
酉
行
が
、

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
九
四
首
入
集
と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
、

H

新
古
今
筆
頭
歌
人
u
と
し
て
の
名
声
を
得
た
。
そ
の
ほ
か
、
藤
原

定
家
撰
『
八
代
集
秀
逸
』
に
五
首
（
最
高
）
、
同
『
百
人
秀
歌
』
に

一
首
、
ま
た
西
行
を
〈
不
可
説
の
よ
手
〉
（
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
）

と
評
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
撰
の
『
時
代
不
同
歌
合
』
に
お
い
て
も
三
首

が
採
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
没
後
な
お
高
ま
る
歌
人
・
西
行
の
名
声
が
、
西
行
を

語
る
唱
導
聖
た
ち
に
と
っ
て
は
好
影
響
を
及
ぼ
す
乙
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
H

あ
の
著
名
な
西
行
法
師
の
話
u

と
し
て
、
語
ら
れ
・
聞
か

れ
、
西
行
説
話
は
広
く
巷
聞
に
流
布
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

結
び

一
二
五

O
年
頃
を
中
心
に
、
多
く
の
西
行
説
話
が
登
場
し
た
。
そ

の
西
行
説
話
を
分
析
し
、
検
討
し
た
結
果
、
一
つ
の
共
通
し
た
西
行

像
が
浮
か
び
あ
が
り
、
そ
の
背
景
に
『
酉
行
物
語
』
的
伝
説
の
存
在

を
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
分
析
結
果
を
も
と
に
、
そ
の
伝
説
形

成
の
源
に
位
置
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
西

行
の
願
望
通
り
の
最
期
が
人
々
の
感
動
を
呼
ん
だ
こ
と
が
最
も
根
本

に
位
置
し
、
そ
乙
に
人
々
に
嘆
美
さ
れ
た
出
家
請
が
結
び
つ
く
。
乙

の
八
あ
り
が
た
き
〉
出
家
誇
・
往
生
諌
は
西
行
に
近
し
い
人
々
を
中

心
に
語
ら
れ
、
そ
れ
は
当
時
都
に
存
在
し
た
唱
導
聖
た
ち
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
る
。
や
が
て
、
西
行
の
歌
に
み
る
八
人
生
営
為
〉
（
坂
口

氏
）
と
出
家
・
往
生
両
誇
に
大
い
な
る
共
感
・
憧
景
を
抱
い
た
唱
導

聖
た
ち
は
熱
弁
を
撮
る
い
、
ま
た
括
か
ら

v

得
ら
れ
た
U

新
古
今
筆
頭

歌
人
H

と
し
て
の
名
声
は
講
ま
ゥ
て
い
く
？
そ
れ
ら
は
相
乗
的
に
効

果
し
あ
い
、
西
行
の
話
は
急
速
に
巷
聞
に
流
布
し
は
じ
め
る
乙
と
と

な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ
て
、
没
後
間
も
な
く
に
し

て
西
行
の
伝
説
は
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

y

乙
れ
を
も
っ
て
本
論
の
結
論
と
し
た
い
。

補
注
L

「
『
西
行
物
語
』
の
た
ね
と
し
く
み
」
伊
藤
嘉
夫
『
跡
見

学
園
国
語
科
紀
要
』
ロ
号

Z

「
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語
」
考
」
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口
博
規
『
駒
沢
国
文
』
第
日
号

＆
「
西
行
物
語
の
形
成
」
谷
口
耕
一
『
文
学
』
昭
日
・
叩

4
「
「
西
行
仮
托
」
の
説
話
評
論
」
西
尾
光
一
’
『
日
本
文
芸

の
世
界
』
昭
6
・
5

＆
「
脱
出
l
西
行
」
水
原
一

53 

『
国
文
学
』
昭
必
・

7


