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一　

は
じ
め
に

文
化
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
俊し
ゆ
ん
く
わ
ん
そ
う
づ
し
ま
も
の
が
た
り

寛
僧
都
嶋
物
語
』（
曲
亭
馬
琴
作
、

八
巻
八
冊
、
半
紙
本
読
本
）
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
平
家
女
護
島
』（
近

松
門
左
衛
門
作
、
享
保
四
年
成
立
）
な
ど
に
取
材
し
、
さ
ら
に
は
『
鬼

一
法
眼
三
略
巻
』（
文
耕
堂
・
長
谷
川
千
四
作
、
享
保
十
六
年
初
演
）
の

主
要
人
物
を
も
登
場
さ
せ
て
い
る
。
本
作
品
に
は
、
鬼
界
島
で
没
し

た
と
思
わ
れ
た
俊
寛
と
彼
の
家
臣
で
あ
る
亀
王
が
、
そ
れ
ぞ
れ
鬼
一

法
眼
と
白
河
の
湛
海
に
名
を
改
め
生
き
て
い
た
と
い
う
虚
構
が
施
さ

れ
て
い
る
。

本
作
品
は
、
大
高
洋
司
氏
や
石
川
秀
巳
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
、
第
一
に
、
俊
寛
と
清
盛

の
対
立
関
係
が
物
語
の
中
心
と
な
っ
て
お
ら
ず
作
品
が
五
つ
の
物
語

系
列
を
成
し
て
い
る
と
い
う
作
品
構
造
の
研
究
、
第
二
に
、
巻
之
八

「
俊
寛
考
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
俊
寛
伝
説
に
関
す
る
考
証
の
研
究
、

第
三
に
、
史
実
に
従
い
つ
つ
虚
構
を
加
え
歴
史
の
裏
面
を
描
い
た
と

い
う
虚
実
に
か
か
わ
る
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
人

物
像
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
俊
寛
説
話
に
照
ら
し
て
様
々
な
視

点
か
ら
考
察
す
る
俊
寛
像
の
研
究
や
、『
平
家
女
護
島
』
の
研
究
に
基

づ
い
た
平
家
の
侍
丹
左
衛
門
基
安
の
人
物
像
の
研
究
が
あ
る
。
し
か

し
、
俊
寛
や
基
安
の
外
に
、
例
え
ば
亀
王
の
人
物
像
に
も
注
目
す
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鬼
一
法
眼
と
改
名
し
た
俊
寛
に
次
い
で
、

亀
王
も
白
河
の
湛
海
と
名
を
改
め
て
お
り
、
馬
琴
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

よ
う
な
設
定
を
し
た
理
由
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

鹿
谷
の
陰
謀
が
原
因
と
な
り
、
鬼
界
島
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
三
人
の
う
ち
、
俊
寛
僧
都
一
人
が
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

馬
琴
史
伝
物
読
本
に
お
け
る
人
物
造
型

―
『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』
を
中
心
に

―

洪　
　

晟
準



－98－

た
「
足
摺
」
の
場
は
、『
平
家
物
語
』
の
数
多
い
挿
話
の
中
で
も
、
読

者
の
哀
れ
を
誘
う
悲
劇
的
な
場
面
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』
に
描
か
れ
る
俊
寛
像
が
、
本
作
品
以
前
の
俊

寛
像
と
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
、
特
に
「
足
摺
」
の
場
面
の
省

略
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
、
悪
人
の
要
素
を
持
つ
亀
王
の
悪

報
と
赦
免
に
つ
い
て
分
析
し
、亀
王
像
の
造
型
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
、
俊
寛
と
亀
王
の
両
者
の
人
物

造
型
の
視
点
か
ら
見
直
し
、
俊
寛
か
ら
鬼
一
法
眼
へ
、
亀
王
か
ら
白

河
の
湛
海
へ
と
い
っ
た
人
物
の
変
化
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か

に
す
る
。

二　

俊
寛
像
の
造
型
と
「
足
摺
」
の
場

『
嶋
物
語
』
で
は
、
俊
寛
が
鬼
界
島
に
一
人
残
さ
れ
た
こ
と
は
、

し
か
れ
ど
も
俊し
ゆ
ん
く
わ
ん寛
僧そ
う
づ都
は
年と
し
ご
ろ来
相し
よ
う
こ
く国
の
憎に
く

み
お
ぼ
す
事こ
と

深ふ
か

き
を
も
て
、
ひ
と
り
島し
ま

に
遺の
こ

さ
れ
た
り
。

 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
八
套
）

と
い
う
丹
左
衛
門
基
安
の
言
葉
に
よ
っ
て
読
者
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
向
井
芳
樹
氏
は
、

文
化
五
年
刊
の
長
編
の
読
本
で
、
鹿
が
谷
の
陰
謀
か
ら
始
ま
り

島
を
脱
出
し
て
後
、
俊
寛
が
鬼
一
法
眼
と
な
っ
て
義
経
を
守
護

す
る
ま
で
の
長
編
だ
が
、
勧
善
懲
悪
の
思
想
に
貫
か
れ
、
ま
っ

た
く
武
士
化
さ
れ
足
摺
の
悲
劇
を
省
略
す
る
な
ど
魅
力
の
な
い

も
の
で
あ
る）

2
（

。

と
、『
嶋
物
語
』
で
「
足
摺
」
の
場
と
い
う
悲
劇
を
省
略
し
た
こ
と
は
、

勧
善
懲
悪
の
思
想
を
重
視
し
、
俊
寛
を
武
士
化
さ
せ
た
人
物
造
型
の

た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。『
嶋
物
語
』
が
従
来
の
俊
寛
説
話
に

比
べ
て
悲
劇
性
の
弱
い
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
作
品
は
魅
力
が

な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
作
品
で
は
俊
寛
は
悲
劇
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
「
足
摺
」
と
い
う
場
面
を
通
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
。

平
家
打
倒
の
鹿
谷
の
陰
謀
が
発
覚
し
、
俊
寛
僧
都
を
は
じ
め
、
丹
波

少
将
成
経
、
平
判
官
康
頼
入
道
の
三
人
が
鬼
界
島
に
配
流
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
中
宮
の
平
産
を
祈
願
す
る
た
め
流
人
を
赦
免
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
が
、
俊
寛
一
人
が
赦
さ
れ
ず
鬼
界
島
に
取
り
残
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
俊
寛
が
、
赦
免
さ
れ
て
都
に
帰
る
成
経
と

康
頼
の
乗
っ
た
船
に
取
り
付
き
、
海
辺
で
足
摺
り
を
し
て
悲
嘆
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
俊
寛
説
話
の
代
表
的
な
「
足
摺
」
の
場
で
あ

る
。『

嶋
物
語
』
で
も
先
行
作
と
同
じ
く
、
俊
寛
は
鹿
谷
の
陰
謀
の
た

め
鬼
界
島
に
流
さ
れ
、
後
に
一
人
だ
け
赦
免
さ
れ
ず
島
に
残
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
経
緯
は
前
掲
の
基
安
の
言
葉
を
通
し
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て
あ
っ
さ
り
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
足
摺
」
の
場
の
よ
う

な
悲
劇
性
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
馬
琴
の
〈
俊
寛
も
の
〉

二
作
品
の
う
ち
の
一
つ
で
、『
嶋
物
語
』
の
後
、
文
化
十
二
年
に
刊
行

さ
れ
た
合
巻
『
女に
や
う
ご
の
し
ま
お
ん
な
し
ゆ
ん
く
わ
ん

護
嶋
恩
愛
俊
寛
』
で
は
、
馬
琴
は
、
女
俊
寛
で

あ
る
添そ
う
ず水
の
前
の
足
摺
り
と
と
も
に
、
彼
女
の
台
詞
で
物
語
の
悲
劇

性
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。『
嶋
物
語
』
と
『
女
護
嶋
恩
愛
俊
寛
』
は
、

と
も
に
俊
寛
説
話
を
素
材
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
史
伝
物
で

あ
る
『
嶋
物
語
』
で
は
俊
寛
の
「
足
摺
」
は
省
略
さ
れ
、
合
巻
で
あ

る
『
女
護
嶋
恩
愛
俊
寛
』
に
は
そ
の
場
面
が
き
ち
ん
と
描
か
れ
て
い

る
。『
嶋
物
語
』
に
お
い
て
は
、
既
存
の
俊
寛
像
と
か
け
離
れ
た
人

物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
馬
琴

は
な
ぜ
先
行
作
と
は
異
な
る
俊
寛
像
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
俊
寛
像
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
を
し
て
み
る
。

①
と 

も
づ
な
と（
解
）い
て
お
し
出い
だ

せ
ば
、
僧そ
う
づ都
綱つ
な

に
取と
り

つ
き
、
腰こ
し

に
な

り
、
脇わ
き

に
な
り
、
た
け
の
立た
つ

ま
で
は
ひ（
引
）か

れ
て
出
、
た
け
も
及を
よ

ば
ず
成な
り

け
れ
ば
、
船ふ

ね

に
取と

り

つ
き
、「
さ
て
い
か
に
を
の
〳
〵
、

俊し
ゆ
ん
く
わ
ん寛
を
ば
遂つ
ゐ

に
捨す
て

は
て
給
ふ
か
。
是こ
れ

程ほ
ど

と
こ
そ
お
も
は
ざ
り

つ
れ
。
日ひ
ご
ろ比

の
情な
さ
け

も
今い
ま

は
何な
に

な
ら
ず
。
た
ゞ
理り

を
ま
げ
て
の

せ
給
へ
。
せ
め
て
は
九く

こ
く国

の
地ち

ま
で
」
と
く
ど
か
れ
け
れ
共

（
ど
も
）、

都み
や
こ

の
御
使つ
か
ひ

「
い
か
に
も
か
な
ひ
候
ま
じ
」
と
て
、
取と
り

つ
き
給た
ま

へ
る
手て

を
引ひ
き

の
け
て
、
船ふ
ね

を
ば
つ
ゐ
に
漕こ
ぎ

出い
だ

す
。
僧そ
う
づ都
せ
ん
方か
た

な
さ
に
、
渚な

ぎ
さ

に
あ
が
り
た
ふ
れ
ふ
し
、
お
さ
な
き
者も

の

の
め
の

と
や
母は

ゝ

な（
ン
）ど
を
し
た
ふ
や
う
に
、
足あ

し

ず
り
を
し
て
、「
是こ

れ

の

せ
て
ゆ
け
、
ぐ
し
て
ゆ
け
」
と
、
お
め
き
さ
け
べ
共

（
ど
も
）、

漕こ
ぎ

行ゆ
く

船ふ
ね

の
習な
ら
ひ

に
て
、
跡あ
と

は
し（
白
）ら
浪な
み

ば
か
り
也
。

 

（『
平
家
物
語
』
巻
第
三
「
足
摺
」）

②
責せ

め
て

ノ
事
ニ
僧
都
ハ
、
漕
行
舟
ノ
舷
ニ
取
付
テ
一
町
余
出
タ
レ

ド
モ
、
満み
つ

塩
口
ニ
入
ケ
レ
バ
、
サ
ス
ガ
ニ
命
ヤ
惜
カ
リ
ケ
ン
、

渚
ニ
帰
テ
倒
レ
臥
、
足
ズ
リ
ヲ
シ
テ
オ
メ
キ
ケ
リ
。
稚
子
ノ
母

ニ
慕
テ
泣
カ
ナ
シ
ム
ガ
如ご
と
く

也
。
彼か
の

喚を
め
き
さ
け
ぶ叫
音こ
ゑ

ノ
、
遙
々
ト
波

間
ヲ
分
テ
聞
エ
ケ
レ
バ
、
誠
ニ
サ
コ
ソ
思
ラ
メ
ト
、
少
将
モ
康

頼
モ
涙
ニ
ク
レ
テ
漕
行ゆ
く

空
モ
見
エ
ザ
リ
ケ
リ
。

 

（『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
九
「
康
頼
熊
野
詣
」）

③
﹇ 

掛
ケ
合
﹈
ワ
キ
時
刻
移
り
て
か
な
ふ
ま
じ
、
成
経
康
頼
二に
に
ん人

は
は
や
、
お
舟
に
召
さ
れ
候
へ
と
よ　
　

成
経
康
頼
か
く
て
あ

る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
よ
そ
の
歎
き
を
ふ
り
捨
て
て
、
二に
に
ん人

は
舟
に
乗
ら
ん
と
す　
　
シ
テ
僧そ

お
ず都

も
舟
に
乗
ら
ん
と
て
、
康

頼
の
袂た

も
と

に
取
り
付
け
ば　
　
ワ
キ
僧
都
は
舟
に
か
なノ

オふ
ま
じ

と
、
さ
も
荒あ
ら

け
な
く
言い

ひ
け
れ
ば
… 

（
謡
曲
「
俊
寛
」）

①
『
平
家
物
語
』、
②
『
源
平
盛
衰
記
』、
③
謡
曲
「
俊
寛
」
の
例
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
足
摺
」
の
場
面
を
引
用
し
た
。
三
者
の
共
通
点
に

留
意
し
な
が
ら
比
較
し
て
み
る
と
、「
足
摺
」
の
場
は
「
船
や
袂
に
取
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り
付
き
足
摺
り
を
し
な
が
ら
嘆
く
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
俊
寛
の
悲
劇
性
は
「
足
摺
」
の
場
を
通
し
て

表
現
さ
れ
、
江
戸
時
代
前
期
の
西
沢
一
風
の
浮
世
草
子
『
風
流
今
平

家
』（
元
禄
十
六
年
成
立
）
に
も
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る）

3
（

。

こ
の
よ
う
に
「
足
摺
」
の
場
は
悲
劇
性
を
持
ち
俊
寛
へ
の
同
情
を

か
き
立
て
て
い
る
が
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
平
家
女
護
島
』
に
至
っ

て
、
既
存
の
も
の
と
は
多
少
異
な
る
俊
寛
像
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。『
平
家
女
護
島
』
に
は
「
足
摺
」
の
場
が
二
箇
所
出
て
く
る
。

①
不 

便
や
浜
辺
に
只
独
り
友
な
し
千
鳥
泣
き
わ
め
き
、「
武
士
は
も

の
の
あ
は
れ
知
る
と
い
ふ
は
偽
り
そ
ら
ご
と
よ
。
鬼
界
が
島
に

鬼
は
な
く
鬼
は
都
に
有
り
け
る
ぞ
や
」
…
地
乗
せ
て
た
べ
な
う

乗
せ
を
れ
と
、
声
を
上
げ
打
ち
招
き
、
足
ず
り
し
て
は
フ
シ
臥

し
ま
ろ
び
、
人
目
も
恥
ぢ
ず
歎
き
し
が
、

②
少 

将
夫
婦
康
頼
も
、
な
ご
り
惜
し
や
さ
ら
ば
や
と
言
ふ
よ
り
外

は
涙
に
て
、
船
よ
り
は
扇
を
上
げ
陸
よ
り
は
手
を
上
げ
て
、
互

に
未
来
で
〳
〵
と
呼
ば
は
る
声
も
出
で
舟
に
、
追
手
の
風
の
心

な
く
見
お
く
る
陰
も
島
が
く
れ
、
見
え
つ
隠
れ
つ
汐
ぐ
も
り
、

思
ひ
切
っ
て
も
凡
夫
心
、
岸
の
高
見
に
か
け
あ
が
り
、
つ
ま
立

っ
て
打
ち
招
き
浜
の
ま
さ
ご
に
臥
し
ま
ろ
び
、
こ
が
れ
て
も
さ

け
び
て
も
、
哀
れ
と
ふ
ら
ふ
人
と
て
も
、
鳴
く
音
は
鴎
天
津
雁

さ
そ
ふ
は
、
お
の
が
友
鵆
、
独
り
を
捨
て
て
沖
津
波
幾
重
の
、

袖
や
ぬ
ら
す
ら
ん
。

近
松
は
①
で
鬼
界
島
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
人
物
を
俊
寛
で
は
な

く
康
頼
の
妻
千
鳥
と
し
、
彼
女
の
足
摺
り
と
歎
き
を
描
い
た
。
こ
の

よ
う
に
「
足
摺
」
の
当
事
者
を
別
人
に
設
定
す
る
趣
向
は
『
嶋
物
語
』

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
馬
琴
は
『
平
家
女
護
島
』
に
取
材
し
、
俊

寛
の
「
足
摺
」
を
、蟻
王
と
亀
王
の
行
為
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
②
の
方
で
は
、
千
鳥
の
代
わ
り
に
島
に
残
る
と
決
め
た
俊
寛

が
、
出
航
を
見
届
け
る
段
に
な
る
と
悔
し
さ
と
悲
し
さ
の
あ
ま
り
泣

き
叫
ぶ
様
子
を
描
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
俊
寛
が
自
ら

の
意
志
に
よ
っ
て
島
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
諏
訪
春

雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
従
来
の
俊
寛
が
神
仏
の
力
に
よ
っ

て
運
命
を
左
右
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
近
松
作
の
俊

寛
は
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
運
命
を
選
ぶ
人
物
に
な
っ
て
い
る）

4
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
近
松
の
描
い
た
俊
寛
も
、
や
は
り
歎
き
叫
ぶ
様
子

が
描
か
れ
て
お
り
、
俊
寛
の
悲
劇
が
先
行
作
に
比
べ
て
一
層
強
調
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
近
松
の
創
作
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

『
嶋
物
語
』
は
、
俊
寛
が
鬼
界
島
で
生
き
延
び
て
い
た
と
い
う
設

定
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
馬
琴
の
他
の
史
伝
物
で
あ
る
『
椿ち
ん

説せ
つ

弓ゆ
み

張は
り

月づ
き

』（
文
化
四
年
〜
文
化
八
年
刊
行
）、『
頼ら
い
ご
う
あ
じ
や
り
く
わ
い
そ
で
ん

豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』（
文

化
五
年
刊
行
）、『
朝あ
さ
ひ
な
し
ま
め
ぐ
り
の
き

夷
巡
嶋
記
』（
文
化
十
二
年
〜
文
政
五
年
刊
行
）
も
、

死
ん
だ
と
思
わ
れ
た
人
物
が
実
は
生
き
て
い
た
と
い
う
設
定
で
書
か
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れ
た
作
品
で
あ
る
。『
椿
説
弓
張
月
』の
為
朝
、『
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』

の
義
高
、『
朝
夷
巡
嶋
記
』
の
義
秀
は
、
皆
生
存
の
可
能
性
を
示
す
史

料
が
あ
っ
て
馬
琴
は
こ
う
い
う
設
定
を
し
た
の
で
あ
り
、同
じ
く『
嶋

物
語
』
に
登
場
す
る
俊
寛
も
、「
俊
寛
考
」
の
「
俊
し
ゆ
ん
く
わ
ん
は
寛
於お
い
て

二

配は
い
し
よ
に所

一
不し
な
ず死
と
い
ふ
説せ
つ

」
と
い
う
馬
琴
の
考
証
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

生
存
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
『
嶋
物
語
』
で
俊
寛

が
生
き
延
び
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
馬
琴
の
創
意
に
よ
る
と
は
言

い
難
い
の
で
あ
る
。

実
際
、『
嶋
物
語
』
の
一
典
拠
作
と
い
え
る
浄
瑠
璃
作
品
『
姫
小
松

子
日
の
遊
』（
近
松
半
二
・
吉
田
冠
子
作
、
宝
暦
七
年
初
演
）
で
は
、

此こ
の
ご
ろ頃

迄
は
、
三
人
一
緒
に
在
り
つ
る
に
、
何
と
て
一
人
此
島
に
、

在
る
べ
き
身
と
は
思
は
ね
ど
、
遉さ
す
が

命
の
悲
し
さ
に
、
纜
と
も
づ
な

に

取
付
き
縋す
が

り
、詞
せ
め
て
向
ふ
の
島
迄
乗
せ
て
た
べ
と
、引
と
ゞ

む
れ
ど
痩や
せ

体か
ら
だ

、
舟ふ
ね

に
引
れ
て
磯い
そ
ば
た端
を
、
こ
ろ
〳
〵
〳
〵
、
転こ
ろ

ん
で
ひ
つ
ぱ
る
悲
し
さ
つ
ら
さ
、

と
、「
足
摺
」
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
一
人
残
さ

れ
た
俊
寛
の
悲
し
み
を
強
調
し
た
後
、
彼
が
鬼
界
島
で
死
な
ず
生
き

て
都
へ
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
俊
寛
が
生
き
延
び
る
こ
と
に
決

定
的
な
役
割
を
す
る
の
は
平
重
盛
で
あ
り
、
彼
の
情
け
に
よ
っ
て
俊

寛
は
生
存
す
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。『
姫
小
松
子
日
の
遊
』
で
は
、

ま
だ
俊
寛
は
自
ら
の
運
命
を
定
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
受
身
の
立
場

に
置
か
れ
て
い
る
。
上
演
の
時
間
的
順
序
か
ら
す
れ
ば
『
姫
小
松
子

日
の
遊
』
の
方
が
『
平
家
女
護
島
』
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
が
、『
姫

小
松
子
日
の
遊
』
は
、
近
松
の
描
い
た
俊
寛
像
の
よ
う
に
運
命
を
選

ぶ
人
物
像
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

多
く
の
〈
俊
寛
も
の
〉
に
は
「
足
摺
」
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
中
に
は
そ
の
場
面
を
省
略
し
た
作
品
も
あ
る
。
室
町
時
代
に
成

立
し
た
幸
若
舞
「
硫
黄
之
嶋
」
に
は
、
俊
寛
が
主
人
公
と
し
て
登
場

は
し
て
い
る
も
の
の
、哀
れ
を
誘
う
姿
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
作
品
は
、熊
野
権
現
の
利
生
を
強
調
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

鬼
界
島
に
俊
寛
一
人
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
を
、
熊
野
詣

を
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
熊
野
信
仰
に

力
点
が
置
か
れ
、
俊
寛
へ
の
同
情
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る）
5
（

。諏
訪
春
雄
氏
は
、「
俊
寛
が
ひ
と
り
残
さ
れ
る
「
足
摺
」
の
場
面
を

欠
い
て
い
る
た
め
に
、
劇
的
な
盛
上
り
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
「
硫
黄
之
嶋
」
で
「
足
摺
」
の
場
面
よ
り
も
熊
野
詣
の
場
面
が

重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
に
お
け
る
俊
寛
説
話
の

性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ）

6
（

、
神
仏
の
力
に
よ

っ
て
運
命
が
左
右
さ
れ
る
俊
寛
像
が
窺
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
、
廣
岡
志
津
子
氏
も
「
硫
黄
之
嶋
」
の
中
心
が
熊
野
詣
に
あ
り
、

俊
寛
は
不
信
心
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）

7
（

。
こ
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こ
で
分
か
る
の
は
、
俊
寛
説
話
と
言
っ
て
も
、
一
口
に
俊
寛
の
悲
劇

性
を
強
調
す
る
内
容
の
も
の
の
み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
足
摺
」
の
場
面
を
省
略
し
て
悲
劇
性
を
強
調
し
な
い
話
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
馬
琴
が
『
嶋
物
語
』
で
「
足
摺
」
の
場
面
を
省

略
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
、
俊
寛
の
悲
劇
性
や
同
情
さ
れ
る
人
物

像
を
強
調
し
な
い
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
琴
の
他
の
史

伝
物
読
本
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
の
場
合
、
石
川
秀
巳
氏
は
「
朝
夷
島
渡

り
伝
承
」
が
「
省
筆
」
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
島
渡
り
そ
の

も
の
を
示
唆
す
る
要
素
や
伏
線
が
見
出
せ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る）

8
（

。

そ
し
て
島
巡
り
伝
承
を
脚
色
し
て
、
義
秀
の
諸
国
修
行
の
旅
を
構
想

し
た
と
述
べ
て
い
る
。『
嶋
物
語
』
で
も
、
従
来
の
俊
寛
像
か
ら
遠

く
離
れ
た
人
物
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
馬
琴
が
、
俊
寛
に
お
け

る
「
足
摺
」
の
場
面
を
省
略
し
、
代
わ
り
に
蟻
王
と
亀
王
の
行
為
と

し
て
描
い
た
可
能
性
が
窺
え
る
。
こ
う
し
て
置
き
換
え
ら
れ
た
「
足

摺
」
の
場
を
通
し
て
、
元
来
な
ら
俊
寛
に
向
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
悲
劇
性
が
、
蟻
王
と
亀
王
兄
弟
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
嶋
物
語
』
に
は
、
鬼
界
島
で
没
し
た
と
さ
れ
る
俊
寛
が
、
鬼
一

法
眼
と
名
を
改
め
都
で
生
き
て
い
た
と
い
う
虚
構
が
施
さ
れ
て
い

る
。
鬼
一
法
眼
に
関
し
て
は
『
義
経
記
』
に
「
文ぶ
ん
ぶ武
二
道だ
う

の
達た
つ
し
や者
」、

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
に
「
軍ぐ
ん
じ
ゆ
つ術

の
師し
は
ん範

」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
に
従

い
馬
琴
も
『
嶋
物
語
』
で
「
軍ぐ
ん
が
く学
の
達た
つ
じ
ん人
」
と
紹
介
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
は
優
れ
た
兵
法
家
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
俊
寛
と
鬼
一
法
眼
を
同
一
人
物
と
す
る
先
行
文
献
は

存
在
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
を
同
一
人
物
と
す
る
設
定
は
、
馬
琴
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鬼
一
法
眼
は
『
嶋
物
語
』
で
、

灰ほ
の
か

に
聞き
く

。
貴き
ろ
う老

、
こ
の
徳と
く
じ
ゆ
ま
ろ

寿
丸
が
首か
う
べ

を
刎は
ね

て
、
平へ
い
け家

に
贈お
く

り
、

虎と
ら

の
巻ま
き

に
換か
え

て
、
清き
よ

盛も
り

入に
う
ど
う道

が
責せ
め

を
塞ふ
さ

が
ん
、
と
せ
ら
る
ゝ
よ

し
。
こ
は
こ
ゝ
ろ
得え

が
た
き
こ
と
に
こ
そ
候
へ
。
君く
ん
し子
は
お
の

が
欲ほ
つ
せ

ざ
る
と
こ
ろ
を
も
て
、
人
に
施ほ
ど
こ

す
こ
と
な
し
。
況ま
い

て

怨う
ら
み

も
な
き
童
わ
ら
は
べ

を
殺こ
ろ

し
て
、
理わ
り

な
き
入に
う
ど
う道
が
求も
と
む

る
と
こ
ろ
に

代か
え

ん
と
は
、
こ
ゝ
ろ
虎こ
ら
う狼

に
等ひ
と

し
か
る
べ
し
。

 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
六
第
十
四
套
ノ
下
）

と
い
う
牛
若
の
台
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
徳
寿
丸
の
首
を
送
り
清
盛
の

責
め
を
塞
ご
う
と
す
る
。
こ
れ
は
秘
書
虎
の
巻
を
清
盛
に
渡
さ
な
い

た
め
の
計
略
と
言
え
る
が
、
彼
は
実
は
俊
寛
で
あ
る
た
め
、
徳
寿
丸

が
我
が
息
子
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
、
こ
の
よ
う
な
計
略
を
立

て
た
こ
と
に
な
る
。
鬼
一
法
眼
の
性
格
を
一
言
で
い
う
と
、
秘
書
の

た
め
に
は
息
子
の
命
も
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

悲
劇
の
人
物
と
い
う
よ
り
、
剛
直
な
兵
法
家
と
し
て
の
性
格
を
浮
き

彫
り
に
し
て
い
る
。「
足
摺
」
と
い
う
演
劇
的
要
素
を
省
略
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
哀
れ
を
誘
う
俊
寛
像
か
ら
武
人
的
な
俊
寛
像
へ
転
換
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し
、
さ
ら
に
は
後
半
に
お
け
る
剛
直
な
兵
法
家
鬼
一
法
眼
へ
と
接
続

す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

亀
王
像
の
造
型
と
悪
人
的
要
素

亀
王
は
、
酒
色
に
溺
れ
て
主
君
俊
寛
の
軍
資
金
を
使
っ
て
し
ま
う

罪
を
犯
す
。そ
れ
を
俊
寛
に
告
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
亀
王
は
、

父
の
三
郎
の
い
る
故
郷
へ
戻
る
が
、
父
は
息
子
の
罪
を
清
算
し
よ
う

と
亀
王
の
代
わ
り
に
自
害
す
る
。
父
の
三
郎
は
、

仁じ
ん
ぎ
れ
い
ち

義
礼
智
、
忠ち
う
し
ん
こ
う
て
い

信
孝
悌
の
八や
つ

の
も
の
は
、
人に
ん
げ
ん間
一い
つ
せ
う
が
い

生
涯
の
守ま
も
り

本ほ
ん
ぞ
ん尊

。
も
し
そ
の
一
ツ
た
り
と
も
缺か
く

と
き
は
、
終つ
ひ

に
世よ

に
立た
つ

こ

と
を
得え

ず
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
七
套
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仁
義
八
行
に
も
と
る
亀
王
の
行
為
を
戒
め
る
。
亀

王
は
自
分
の
行
為
が
仁
義
八
行
の
う
ち
、
忠
と
義
に
欠
け
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
、

忠ち
う

に
も
あ
ら
ず
、
義ぎ

に
も
缺か
け

て
、
鈍に
ぶ

き
心こ
ゝ
ろ

に
自み

の
錆さ
び

は
、
思

ひ
断き
つ

て
も
え
も
き
れ
ぬ
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
六
套
）

と
、
俊
寛
に
謝
罪
す
る
。

こ
の
よ
う
に
亀
王
自
身
の
反
省
と
父
の
自
害
に
よ
っ
て
、
彼
は
罪

を
清
算
す
る
機
会
を
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
作
中

で
俊
寛
が
罪
を
贖
う
場
面
と
類
似
し
て
い
る
。『
嶋
物
語
』に
つ
い
て
、

大
高
洋
司
氏
が
、

作
者
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
俊
寛
が
、
入
水
に
よ
っ
て
、

私
怨
に
よ
る
謀
反
に
加
担
し
た
罪
の
清
算
を
果
た
し
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
俊
寛
の
謀
反
と
遠
島
と
い
う
「
史
実
」

に
関
わ
る
部
分
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
説
的
な
解
決
を
得

る
の
で
あ
る）

9
（

。

と
述
べ
た
と
お
り
、
俊
寛
が
海
に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

の
罪
は
清
算
さ
れ
、
そ
の
後
、
鬼
一
法
眼
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と

は
、
勧
善
懲
悪
に
照
ら
し
て
も
問
題
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
人
物
の
免
罪
を

図
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
亀
王
の
場
合
に
も

認
め
ら
れ
る
。
亀
王
は
、
自
ら
罪
を
清
算
す
る
契
機
を
求
め
て
も
い

る
が
、
父
の
自
害
が
罪
の
清
算
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
作
中
で

亀
王
の
父
三
郎
は
、

余よ
め
い命
い
く
程ほ
ど

も
あ
ら
ぬ
三さ
ぶ

郎ら
う

が
、
皺し
わ
ば
ら肚
切き
つ

て
兒こ

に
代か
は

り
、

当さ
し
あ
た
る然

罪つ
み

は
贖あ
が
な

ふ
た
り
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
七
套
）

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
父
三
郎
の
自
害
を
も
っ
て
亀
王
が
赦
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
俊
寛
は
入
水
に
よ
る
罪
の
清
算
を
、
亀
王

は
父
の
自
害
に
よ
る
罪
の
清
算
を
果
た
し
て
い
る
。

俊
寛
の
言
葉
に
も
亀
王
の
罪
の
清
算
が
語
ら
れ
る
。

①
悞
あ
や
ま
ち

を
悔く

ひ
恩お
ん

を
し
ら
ば
、
死し

す
べ
き
身み

を
存な
が
ら
へ命

て
、
松ま
つ

の
前ま
へ

と
子こ

ど
も
ら
が
行ゆ
く
へ方
を
索た
づ
ね

、
蟻あ
り
わ
う王
に
力ち
か
ら

を
戮あ
は

し
て
、
主し
ゆ
う

の
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心
を
安や
す

か
ら
せ
よ
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
六
套
）

②
亀か
め
わ
う王
、
蟻あ
り
わ
う王
、
渡わ
た
つ
み海
、
安や
す
ら
こ

良
子
等ら

が
志
こ
ゝ
ろ
ざ
し

は
、
み
な
忠ち
う
こ
う孝
に

あ
り
な
が
ら
、
こ
ゝ
に
雲う
ん
で
い泥

の
差け
ぢ
め別

あ
る
事こ
と

、
お
の
〳
〵
天て
ん

よ

り
禀う
け

た
る
と
こ
ろ
歟か

。
善ぜ
ん
あ
く悪

応お
う
ほ
う報

の
理
こ
と
わ
り

、
汝な
ん
ぢ

に
出い
で

て
汝な
ん
ぢ

に

返か
へ

る
。
亀か
め
わ
う王
は
し
ら
ず
し
て
、
鶴つ
る

の
前ま
へ

を
入じ
ゆ
す
ゐ水
さ
し
、
父ち
ゝ

黒く
ろ
ゐ
の
さ
ぶ
ら
う

居
三
郎
、弟お
と
ゝ
よ
め婦

安や
す
ら
こ

良
子
等ら

に
、枉わ
う
し死

さ
し
た
る
罪つ
み

あ
れ
ど
も
、

俊し
ゆ
ん
く
わ
ん寛

が
必ひ
つ
し死

を
、
波は
て
い底

に
救す
く

ひ
、
徳と
く
じ
ゆ寿

が
縲る
い
せ
つ絏

を
、
立た
ち
ど
こ
ろ地

に
解と
き

た
れ
ば
、
そ
の
功こ
う

を
も
て
、
彼か
の

罪つ

み犯
に
換か
ゆ

る
に
足た

れ
ど
、

よ
し
な
き
謀む
ほ
ん叛

に
同ど
う
ゐ意

し
て
、
三み
と
せ年

孤こ
と
う島

に
沈ち
ん

淪り
ん

し
、
妻さ
い
し子

を

喪う
し
な

ひ
家い
へ
の
こ隷
を
、
非ひ
め
い命
に
殺こ
ろ

す
俊し
ゆ
ん
く
わ
ん寛
が
、
作な

せ
し
罪つ
み
と
が科
は
、

贖あ
が
な

ふ
に
よ
し
な
し
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
七
第
十
五
套
）

俊
寛
は
①
で
、
亀
王
に
自
ら
罪
を
清
算
す
る
機
会
を
与
え
て
お
り
、

②
で
は
、
亀
王
に
赦
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
言
い
処
罰
を
下
さ
ず
に

亀
王
を
許
し
て
い
る
。
俊
寛
の
話
を
聞
い
た
牛
若
も
亀
王
に
対
し
て

特
に
処
罰
を
下
さ
な
い
ま
ま
、
物
語
は
亀
王
の
赦
免
の
方
向
に
流
れ

て
行
く
の
で
あ
る
。

亀
王
の
人
物
像
を
考
察
す
る
時
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
が
あ

る
。
俊
寛
が
鬼
一
法
眼
と
名
を
改
め
て
生
き
延
び
て
い
た
の
と
同
様

に
、
亀
王
も
白
河
の
湛
海
と
名
を
改
め
て
い
た
。
し
か
し
、
湛
海
と

亀
王
を
同
一
人
物
と
す
る
も
の
は
先
行
作
に
は
な
く
、
鬼
一
法
眼
を

俊
寛
と
し
た
の
と
同
じ
く
、
馬
琴
の
虚
構
と
考
え
ら
れ
る
。

湛
海
は
『
義
経
記
』
に
、

そ
の
比
北き
た

白
河
に
世
に
越こ

え
た
る
者
あ
り
。
法ほ
う
げ
ん眼
に
は
妹
い
も
う
と

婿む
こ

な
り
。
し
か
も
弟
子
な
り
。
名
を
ば
た（

湛

海

）

ん
か
い
坊ば
う

と
ぞ
申
（
し
）

け
る
。 

（『
義
経
記
』
巻
第
二
「
義
経
鬼
一
法
眼
が
所
へ
御
出
の
事
」）

と
、
紹
介
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。『
義
経
記
』
で
湛
海
は
義
経
の
刀

で
斬
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
「
悪あ
く

を
好こ
の

み
し
た（

湛

海

）

ん
か
い
」
と
描
写
さ
れ

て
い
る
。
実
際
彼
が
悪
行
を
犯
し
た
か
に
つ
い
て
は
表
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
「
悪
」
が
倫
理
的
な
意
味
で
の
「
悪
」
で
あ

る
と
言
い
切
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
い
う
「
悪
」
と
は
、

別
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
悪
僧
は
政
治
的
な
意
味
を
抱
え

て
い
る
。
興
福
寺
や
延
暦
寺
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
寺
院
の
勢
力
争
い

と
い
っ
た
政
治
的
な
問
題
が
悪
僧
と
い
う
名
称
の
中
核
を
な
す
と
言

え
よ
う
。
つ
ま
り
、
悪
僧
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
善
悪
の
よ
う
な

倫
理
的
な
悪
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。『
義
経
記
』
で
悪
僧
に

描
か
れ
て
い
る
湛
海
に
は
、
倫
理
の
面
で
悪
人
と
し
て
の
意
味
合
い

は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
で
も
、
湛
海
は
牛
若
の
刀
で
斬
ら
れ
る
と

い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
湛
海
は
清
盛
と

通
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
原
因
で
首
を
斬
ら
れ
る
。『
義
経
記
』
と
は

違
っ
て
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
で
は
、
清
盛
と
の
内
通
と
い
う
設
定

が
、
湛
海
に
悪
人
的
な
要
素
を
与
え
、
彼
を
倫
理
の
面
で
悪
人
と
見
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な
し
て
い
る
。湛
海
は
鬼
一
法
眼
の
弟
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

敵
将
と
も
言
え
る
清
盛
と
内
通
し
た
罪
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
『
嶋
物
語
』
で
の
白
河
の
湛
海
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
嶋
物
語
』
巻
之
五
第
十
三
套
に
「
又ま
た

彼か
の

鬼き
い
ち一
法ほ
う
げ
ん眼
が
一い
ち

の
弟で

し子
に
、
白し
ら
か
は河
の
湛た
ん
か
い海
と
呼よ
ば

る
ゝ
悪あ
く
そ
う僧
あ
り
」
と

あ
り
、
巻
之
六
第
十
四
套
に
は
「
件く
だ
ん

の
悪あ
く
そ
う僧

は
鬼き
い
ち一

が
弟で

し子
な
り

と
い
ふ
岩い
は
な
げ
た
ん
か
い

投
湛
海
な
る
べ
し
」
と
あ
り
、
巻
之
七
第
十
五
套
に
は

「
白し
ら
か
は河

の
湛た
ん
か
い海

は
、
世よ

の
人ひ
と

に
忌い
み

嫌き
ら

は
る
ゝ
悪あ
く
そ
う僧

な
り
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
彼
を
悪
僧
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
悪
僧
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
倫
理
的
な
善
悪
の

問
題
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
『
嶋
物
語
』

に
お
い
て
は
、
馬
琴
は
悪
僧
と
い
う
言
葉
に
倫
理
的
な
善
悪
の
意
味

を
含
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
作
で
あ
る『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』

に
描
か
れ
て
い
る
湛
海
の
悪
人
的
な
性
質
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ

る
。『
嶋
物
語
』
で
馬
琴
は
、
主
君
に
背
く
行
為
を
し
た
亀
王
の
罪

の
清
算
を
そ
う
簡
単
に
は
さ
せ
な
い
。
亀
王
と
同
一
人
物
で
あ
る
湛

海
を
称
す
る
悪
僧
と
い
う
言
葉
に
は
、
既
存
の
悪
僧
の
意
味
で
は
な

く
、
悪
人
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
嶋
物
語
』

の
作
品
前
半
に
お
け
る
亀
王
の
悪
人
的
性
質
は
、
そ
の
ま
ま
湛
海
の

悪
僧
（
悪
人
）
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
湛
海
を
悪
人
の
意
味
を
持
つ
悪
僧
と
す
る
の
は
、
彼
が

鬼
一
法
眼
の
第
一
の
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
清
盛
と
内
通
し
た
『
鬼
一

法
眼
三
略
巻
』
に
拠
る
の
で
は
な
い
か
。

『
嶋
物
語
』
で
湛
海
は
、
密
に
都
に
移
り
鬼
一
法
眼
と
名
を
改
め

た
主
君
に
仕
え
る
な
か
、
蟻
王
と
徳
寿
丸
を
平
家
の
郎
等
か
ら
助
け

る
。
し
か
し
、
湛
海
は
人
々
に
は
悪
僧
と
し
て
名
高
い
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
い
る
。
父
三
郎
の
死
を
も
っ
て
、
亀
王
に
は
過
去
の
罪
が

免
罪
さ
れ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
、
白
河
の
湛
海
と
改
名
し
主
君
に
尽

く
す
の
だ
が
、平
家
の
郎
等
か
ら
蟻
王
と
徳
寿
丸
を
救
い
出
す
反
面
、

彼
は
悪
僧
、
つ
ま
り
悪
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
完
全
に
免
罪
さ
れ
な
か
っ
た
亀
王
が
白
河
の
湛
海
に
な
っ
て
も

悪
僧
（
悪
人
）
と
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
の
悪
行
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
亀
王
の
事
蹟
に
関
し
て
も
う
一
つ
特
徴
的
な
も
の
が
あ

る
。

兄あ
に

の
亀か
め
わ
う王

は
僧そ
う

に
し
て
、法ほ
う
せ
う
じ

勝
寺
の
一い
ち

の
預
あ
づ
か
り

と
も
な
さ
ば
や
、

と
主し
ゆ

の
俊し
ゆ
ん
く
わ
ん寛
予か
ね
て

し
も
思
ふ
を
も
て
亀か
め
わ
う王
を
ば
、
な
ほ
童わ
ら
は

に

て
召め
し
つ
か使
ひ
、 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
一
第
一
套
）

こ
れ
は
『
嶋
物
語
』
の
発
端
で
亀
王
を
紹
介
す
る
際
の
記
述
だ
が
、

こ
れ
は
史
実
に
基
づ
い
て
馬
琴
が
考
証
し
て
書
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。亀
王
を
法
勝
寺
の
預
か
り
に
な
る
予
定
の
人
物
と
し
て
お
り
、

そ
れ
は
「
俊
寛
考
」
の
、
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さ
て
寺じ
ち
う中

に
は
、
一い
ち

の
預あ
づ
か

り
、
二
の
預
あ
づ
か
り

な
ど
い
ふ
、
役や
く
そ
う僧

あ
り
て
、
寺じ
そ
う僧
を
支し
は
い配
し
、
事こ
と

あ
れ
ば
執し
ゆ
ぎ
や
う行
に
ま
う
し
て
、

そ
の
指さ
し
づ揮

に
任ま
か

す
る
な
り
。
盛せ
い
す
い
き

衰
記
に
、
僧そ
う
づ都

の
当そ
の
か
み初

世よ

に
あ

り
し
と
き
、
幼よ
う
せ
う少

よ
り
召め
し
つ
か
ひ仕

け
る
童わ
ら
は

の
三
人
、
粟あ
は
だ田

口く
ち
へ
ん辺

に

あ
り
け
る
が
、
㋐
兄あ

に

は
法ほ

う
し師

に
な
り
て
、
法ほ

う
せ
う
じ

勝
寺
の
一い

ち

の
預

あ
づ
か
り

な
り
、
云し
か
〴云〵

、
と
い
へ
る
は
是こ
れ

な
り
。
又ま
た

平へ
い
け
も
の
が
た
り

家
物
語
長な
が
と
ぼ
ん

門
本
に

は
、
越ゑ
ち
ぜ
ん前

水み
づ
え江

の
黒く
ろ
ゐ
の居

三さ
ぶ
ら
う郎

が
子
ど
も
、
二ふ
た
り人

の
童わ
ら
は

が
中う
ち

、

㋑
兄あ

に
か
め
わ
う

亀
王
を
法ほ

う
せ
う
じ

勝
寺
の
一い

ち

の
預

あ
づ
か
り

と
す
、
と
い
へ
り
。

 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
八
「
俊
寛
考
」
の
う
ち
「
法
勝
寺
執
行
」）

と
い
う
記
事
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
㋐
「
兄あ
に

は
法ほ
ふ
し師
に
な
り
て
、

法ほ
ふ
し
よ
う
じ

勝
寺
の
一い
ち

の
預
あ
づ
か
り

な
り
」
と
い
う
『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
事
と
、

㋑
「
兄あ
に
か
め
わ
う

亀
王
を
法ほ
ふ
し
よ
う
じ

勝
寺
の
一い
ち

の
預
あ
づ
か
り

と
す
」
と
い
う
『
長
門
本
平
家

物
語
』
の
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
嶋
物
語
』
で

は
、
亀
王
は
法
勝
寺
の
預
か
り
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
設
定
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
亀
王
の
父
が
亀
王
の
罪
を
戒
め
る
際

に
、

も
し
君く
ん
か家
に
事こ
と

な
く
ば
、
亀か
め
わ
う王
は
法ほ
う
せ
う
じ

勝
寺
の
一い
ち

の
預
あ
づ
か
り

と
も
な

り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
今い
ま

は
そ
の
望の
ぞ
み

も
絶た
え

た
り
。

 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
三
第
七
套
）

と
言
っ
た
言
葉
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
亀
王
が
法
勝
寺
の
預
か
り
で

あ
る
と
い
う
考
証
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
馬
琴
は
彼
を
預
か
り

に
せ
ず
、
作
品
の
大
団
円
で
死
な
せ
て
い
る
。
馬
琴
は
彼
に
悪
人
的

性
質
を
与
え
、
自
ら
施
し
た
考
証
と
は
異
な
る
人
物
設
定
を
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
馬
琴
は
亀
王
像
の
形
成
に
お
い
て
虚
構
を
加
え
て

い
る
。
亀
王
が
悪
行
の
た
め
法
勝
寺
の
預
か
り
に
な
れ
な
か
っ
た
と

い
う
虚
構
は
、
湛
海
が
人
々
に
悪
僧
と
し
て
嫌
わ
れ
て
い
た
と
い
う

設
定
に
整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
馬
琴
の
工
夫
が
窺
え
る
。

次
に
、
亀
王
の
最
期
が
意
味
す
る
も
の
を
考
察
し
た
い
。
作
品
の

大
団
円
が
亀
王
を
死
な
せ
る
と
い
う
構
想
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た

が
、
亀
王
は
終
盤
部
で
牛
若
の
身
替
り
と
な
る
。
物
語
の
終
末
で
亀

王
夫
婦
が
身
替
り
に
な
っ
た
理
由
は
、
前
半
で
犯
し
た
悪
行
が
因
果

と
し
て
後
半
に
ま
で
及
ん
で
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
身
替

り
は
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
主
君
に
尽
く
す
行
為
で
あ
る
た
め
、
最
終

的
に
は
そ
の
罪
を
贖
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
亀
王
の
悪
行
が
物
語
の
後
半
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、

①
寔ま
こ
と

に
輪り
ん
ゑ廻
応お
う
は
う報
の
脱の
が

れ
が
た
き
、
か
く
ま
で
に
あ
り
け
り
と

は
、
今い
ま

ぞ
は
じ
め
て
思
ひ
し
る
。

②
白し
ら
か
は河
の
湛た
ん
か
い海
と
名な

告の
り

つ
ゝ
、洛ら
く
ぐ
わ
い外
を
横わ
う
ぎ
や
う行
し
て
、人ひ
と

に
諱い
ま

る
ゝ

仮に
せ

法ほ
う
し師

。
昨ゆ
ふ
べ夜

は
か
ら
ず
も
鞍く
ら
ま馬

路ぢ

に
て
、
徳と
く
じ
ゆ
き
み

寿
君
を
救す
く

ひ

奉
た
て
ま
つ

り
、
弟お
と
ゝ

に
物も
の

を
思
は
せ
し
は
、
こ
れ
も
又ま
た

救す
く

ふ
に
似に

て
、
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救す
く

ふ
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
み
な
な
す
こ
と
の
齟く
ひ
ち
が
ひ齬
。
鶍い
す
か

の

觜は
し

の
長な
が

か
れ
ど
、
祈い
の

ら
ね
ど
な
ほ
速は
や

き
、
天て
ん
ば
つ罰
か
く
こ
そ
あ
り

け
れ
。 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
七
第
十
五
套
）

と
い
う
箇
所
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
で
亀
王
は
悪
因
か
ら

逃
れ
が
た
い
こ
と
を
歎
い
て
お
り
、
こ
れ
は
い
ま
だ
に
悪
因
が
働
い

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
②
で
亀
王
は
悪
因
か
ら
逃
れ
よ

う
と
努
力
し
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
の
前
半
で
犯
し
た
罪
が
後
半
に
至
る
ま
で
亀
王

に
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
大
団
円
に
至
っ
て
彼
の
悪
因
が
一
気
に

解
決
さ
れ
る
結
末
が
訪
れ
る
。
亀
王
の
最
期
は
、

人
を
殺こ
ろ

す
も
の
は
殺こ
ろ

さ
れ
、
人ひ
と

を
活い
か

す
も
の
は
生い
く

。
国こ
く
ほ
う法

家か
そ
く則

の
至い
た

る
所と
こ
ろ

、
生せ
う
し死

両ふ
た
つ

な
が
ら
こ
れ
に
任ま
か

す
。
㋐
善ぜ

ん
あ
く悪

邪じ
や
せ
う正

、

因い
ん
ぐ
わ果

覿て
き
め
ん面

。
お
も
ひ
し
れ
り
や
。
と
説と
き
し
め示

し
、
刀か
た
な

を
抜ぬ
い

て

亀か
め
わ
う王
夫ふ
う
ふ婦
が
後あ
と
べ方
へ
徐し
づ
か

に
歩あ
ゆ

み
よ
る
。
㋑
そ
れ
と
い
は
ね
ど

情な
さ
け

の
身み

が
は代

り
、
仁じ

ん

あ
り
義ぎ

あ
る
武も

の
ゝ
ふ士

の
刃や

い
ば

の
下し

た

に
お
し
な
ほ

る
、
亀か

め
わ
う王

夫ふ
う
ふ婦

が
今い

ま
は般

の
歓よ

ろ
こ

び
、
頸く

び

さ
し
延の

べ

て
莞に

つ
こ爾

と
し
、

南な

む無
と
唱と

な
ふ

る
声こ

ゑ

の
下し

た

に
、
夫ふ

う
ふ婦

が
首か

う
べ

は
落お

ち

て
け
り
。

 

（『
嶋
物
語
』
巻
之
七
第
十
五
套
）

と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
、
物
語
は
大
団
円
を
迎
え
る
。
俊
寛

や
牛
若
が
亀
王
を
処
罰
で
き
ず
、
亀
王
に
赦
免
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て

い
る
中
、
急
に
平
家
の
侍
丹
左
衛
門
基
安
が
登
場
し
、
㋑
「
そ
れ
と

い
は
ね
ど
情な
さ
け

の
身み
が
は代
り
、
仁
あ
り
義
あ
る
武も
の
ゝ
ふ士
の
刃や
い
ば

の
下し
た

に
お
し

な
ほ
る
、
亀
王
夫
婦
が
今い
ま
は般
の
歓よ
ろ
こ

び
、
頸く
び

さ
し
延の
べ

て
莞に
つ
こ爾
と
し
、

南な

む無
と
唱と
な
ふ

る
声こ
ゑ

の
下し
た

に
、
夫ふ
う
ふ婦

が
首か
う
べ

は
落
て
け
り
」
と
言
い
亀
王

夫
婦
の
首
を
斬
る
。
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
亀
王
が

身
替
り
の
死
を
遂
げ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
し
か
も
喜
ん
で
死
に
就

い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
馬
琴
の
他
の
史
伝
物
読
本『
椿
説
弓
張
月
』

に
は
、忠ち

う
し
ん臣

君き
み

の
命い

の
ち

に
か
は
る
事
は
、
和わ

か
ん漢

に
そ
の
例た

め
し

多お
ほ

き
よ
し
、

紀き
し
ん信
が
車く
る
ま

に
焼や
か

れ
、
真ま

ね

こ
根
子
が
み
づ
か
ら
刎
く
び
は
ね

た
る
故ふ
る
こ
と事
は
、

君き
み

を
り
〳
〵
物も
の
が
た
り語

た
ま
ふ
を
も
て
、
を
ろ
〳
〵
し
り
て
候
。

僕
や
つ
が
れ

は
無む
ぶ
つ仏

世せ
か
い界

の
孤こ
と
う島

に
生う
ま

れ
て
、
一い
ち
も
ん文

不ふ
つ
う通

の
荒あ
ら

夷え
び
す

な

れ
ど
、
日ひ
ご
ろ來

君き
み

の
教き
や
う
ゆ諭

に
よ
つ
て
、
人
の
善よ
し
あ
し悪

を
も
開か
い
ご悟

し
、

恩お
ん

の
為た

め

に
捨す

つ

る
命い

の
ち

は
、
露つ

ゆ

ば
か
り
も
惜を

し

ま
ず
。

 

（『
椿
説
弓
張
月
』
後
編
巻
之
三
第
二
十
二
回
）

と
あ
り
、
傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
身
替
り
の
死
は
自
ら
を
犠

牲
に
し
て
主
君
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
な
の
で
少
し
も
惜
し
む
こ
と

は
な
い
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
亀
王
の
最
期
は
身
替
り
の
死

で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
主
君
に
尽
く
し
た
め
で
た
い
死
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

平
家
の
侍
丹
左
衛
門
基
安
は
、
作
中
で
俊
寛
に
好
意
的
な
態
度
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
基
安
が
、
俊
寛
も
他
の
二
人
と
一
緒
に
赦
免



－108－

さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
い
赦
免
状
に
筆
を
加
え
よ
う
と
積
極
的
に
主
張

す
る
場
面
か
ら
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
基
安
の
態
度
は
近
松
が
『
平

家
女
護
島
』
で
初
め
て
構
え
た
創
作
で
あ
り
、
平
家
の
武
将
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俊
寛
に
同
情
的
な
態
度
を
見
せ
る
の
が
特
徴
で

あ
る
。
前
掲
し
た
亀
王
の
最
期
を
示
す
引
用
文
の
㋐
「
善ぜ
ん
あ
く悪
邪じ
や
せ
う正
、

因い
ん
ぐ
わ果

覿て
き
め
ん面

。
お
も
ひ
し
れ
り
や
」
は
、
亀
王
が
鶴
の
前
、
父
三
郎
、

安
良
子
を
死
な
せ
た
罪
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
亀
王
が

悪
報
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
牛
若
で
な
い
こ
と

を
知
り
な
が
ら
亀
王
夫
婦
の
首
を
切
っ
た
基
安
の
お
か
げ
で
、
俊
寛

主
従
と
牛
若
は
捕
ら
わ
れ
ず
に
大
団
円
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
亀
王
の
身
替
り
の
死
は
、
俊
寛
に
対
し
て
好
意
的
な
基
安

を
浮
き
彫
り
に
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
俊
寛
僧

都
と
亀
王
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
両
者
と
も
作
中

で
別
人
と
し
て
生
き
延
び
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は

馬
琴
の
創
作
と
言
え
る
。

ま
ず
俊
寛
の
人
物
造
型
は
、
俊
寛
説
話
に
お
け
る
最
も
悲
劇
的
な

場
面
で
あ
る「
足
摺
」の
場
の
省
略
を
通
し
て
な
さ
れ
た
。『
嶋
物
語
』

で
は
、
俊
寛
説
話
を
代
表
す
る
「
足
摺
」
と
い
う
悲
劇
的
な
場
面
を

省
略
す
る
こ
と
で
、同
情
を
誘
う
俊
寛
像
と
は
な
っ
て
い
な
い
。『
嶋

物
語
』
で
は
鬼
一
法
眼
と
俊
寛
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
し
た
た
め
、

両
者
に
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。「
足

摺
」
の
省
略
は
、同
情
を
誘
う
人
物
像
を
武
人
的
な
人
物
像
に
変
え
、

俊
寛
が
兵
法
に
詳
し
い
軍
学
の
達
人
、
鬼
一
法
眼
と
し
て
そ
の
後
生

き
て
い
く
と
い
う
設
定
の
た
め
の
一
つ
の
工
夫
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
亀
王
は
『
嶋
物
語
』
の
中
で
、
仁
義
八
行
に
も
と
る
罪

を
犯
し
た
こ
と
で
悪
人
的
要
素
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
物

語
の
中
で
幾
度
か
の
罪
を
清
算
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
が
、
完
全

な
罪
の
清
算
は
そ
う
簡
単
に
は
行
か
な
い
。
亀
王
は
後
に
白
河
の
湛

海
と
な
る
の
で
、
悪
人
的
な
人
物
で
あ
る
亀
王
は
、
清
盛
と
通
じ
た

悪
僧
湛
海
と
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
物
語

の
大
団
円
に
至
っ
て
は
、
平
家
の
侍
基
安
に
よ
っ
て
亀
王
は
身
替
り

の
死
を
遂
げ
る
が
、
こ
れ
は
最
終
的
に
彼
の
罪
が
清
算
さ
れ
た
こ
と

を
表
す
ほ
か
、
俊
寛
に
対
し
て
同
情
の
念
を
示
し
、
好
意
的
に
振
る

舞
う
基
安
を
強
調
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

『
嶋
物
語
』
の
俊
寛
と
亀
王
は
、
先
行
作
品
と
は
異
な
る
人
物
造

型
が
な
さ
れ
、
俊
寛
は
鬼
一
法
眼
と
、
亀
王
は
白
河
の
湛
海
と
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
メ
ー
ジ
的
に
重
ね
ら
れ
て
お
り
、『
嶋
物
語
』
は
平
家
打
倒

の
裏
面
を
描
い
た
史
伝
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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【
注
】

（
1
）
先
行
研
究
と
し
て
、
大
高
洋
司
「
文
化
五
、
六
年
の
馬
琴
読
本
」（『
読

本
研
究
』
第
五
輯
上
套
、
一
九
九
一
年
）、
石
川
秀
巳
「『
俊
寛
僧
都

嶋
物
語
』
論
序
説
」（「
国
際
文
化
研
究
科
論
集
」
第
三
号
、
東
北
大

学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
、
一
九
九
五
年
）、
石
川
秀
巳
「『
俊
寛

僧
都
嶋
物
語
』
論
」（「
国
際
文
化
研
究
科
論
集
」
第
六
号
、
東
北
大

学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

（
2
）
向
井
芳
樹
『
近
松
の
方
法
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
）。

（
3
）
浮
世
草
子
『
風
流
今
平
家
』
七
八
之
巻
（
西
沢
一
風
作
、
元
禄
十
六

年
成
立
）

夫
婦
舟
に
取
付
、「
御
詞
い
つ
わ
り
と
は
思
は
ね
ど
、
ね
が
は
く
ば
其

舟
に
我
々
を
の
せ
近
国
迄
つ
れ
給
へ
。
夫
婦
は
爰
に
も
す
む
べ
け
れ

ど
、
此
子
が
し
ば
し
も
有
間
じ
。
い
づ
れ
の
御
城
下
ゑ
成
共
ぐ
し
給

は
ゞ
、
情
有
か
た
〴
〵
に
い
か
で
難
義
を
か
け
ん
。
そ
れ
迚
も
か
な

わ
ず
ば
其
儘
爰
に
お
は
し
ま
せ
、
は
な
ち
は
や
ら
じ
」
と
な
げ
き
し

か
ば
、
藤
七
あ
ぐ
み
、「
行
も
と
ゞ
ま
る
も
憂
事
ぞ
か
し
。
我
独
が
了

簡
に
て
は
す
ま
じ
、
先
宿
に
帰
り
相
談
申
べ
し
」
と
振
切
、
こ
ぎ
行

に
せ
ん
か
た
な
く
、
高
き
所
に
あ
が
り
沖
の
方
を
詠
、「
く
れ
〴
〵
頼

申
ぞ
か
し
。
只
御
名
残
お
し
き
」
と
ば
か
り
な
い
て
其
日
を
暮
し
け

る
と
也
。

（
4
）
諏
訪
春
雄
「
俊
寛
」（『
平
家
女
護
島
―
俊
寛
―
』
国
立
劇
場
上
演
資

料
集
二
六
三
、
一
九
八
七
年
）

中
世
ま
で
の
俊
寛
像
が
、
人
智
を
超
え
た
神
や
仏
の
力
に
よ
っ
て
運

命
を
左
右
さ
れ
る
受
身
の
受
難
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
江
戸
時
代

に
は
い
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
近
松
作
の
俊
寛
は
、
み
ず
か
ら
の
意
志

に
よ
っ
て
選
択
す
る
悲
劇
の
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
5
）
幸
若
舞
「
硫
黄
之
嶋
」（
幸
若
丸
作
、
室
町
時
代
成
立
）

「
…
熊（
く
ま
の
）野の
権ご
ん
げ
ん現
は
、
我わ
れ

を
念ね
ん

ぜ
む
衆
生
の
あ
ら
ば
、
野の

の
末す
ゑ

、
山
の

奥お
く

に
あ
り
と
も
、
光ひ
か
り

を
さ
し
て
導み
ち
び

か
ん
と
の
御
誓せ
い
ぐ
わ
ん願
。
本ほ
ん
し
ん心
今
に

違た
が

は
せ
給
は
ず
は
、
い
ざ
や
、
此
（
こ
の
）島
へ
権ご
ん
げ
ん現
を
勧く
わ
ん
じ
や
う請
申
（
ま
う
し
）、
我
等

が
帰
洛
を
祈い
の

り
申
さ
ん
。
さ
て
、
僧（
そ
う
づ
）都は
何な
に

と
か
思お
ぼ

し
召め

す
」。
僧そ
う
づ都

聞
（
き
こ
し
め
し
）
召
、「
山さ
ん
わ
う王
の
御
事
な
ら
ば
、
然し
か

り
。
権ご
ん
げ
ん現
の
御
事
な
ら
ば
、
さ

し
て
信
心
は
候
は
ず
」「
こ
の
上う
へ

力ち
か
ら

及を
よ

ば
ず
」
と
て
、
二
人
す
ご
〳

〵
と
御
立
（
た
ち
）あ
り
。

（
6
）
諏
訪
春
雄
「
俊
寛
」（『
平
家
女
護
島
―
俊
寛
―
』
国
立
劇
場
上
演
資

料
集
二
六
三
、
一
九
八
七
年
）。

（
7
）
廣
岡
志
津
子
「
俊
寛
説
話
研
究
―
平
家
物
語
及
び
近
世
文
学
に
お
け

る
―
」（「
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
」
第
三
十
三
号
、
一
九
六
九
年
）。

（
8
）
石
川
秀
巳
「『
朝
夷
巡
嶋
記
』
私
考
―
史
実
・
伝
承
・
稗
史
―
」（『
読

本
研
究
』
第
二
輯
上
套
、
一
九
八
八
年
）

『
朝
夷
巡
嶋
記
』
の
場
合
、
そ
の
設
定
（
外
国
の
地
理
・
言
語
に
通
じ

た
人
物
が
登
場
し
、
朝
夷
が
そ
の
教
え
を
受
け
る
設
定
―
筆
者
注
）
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を
唐
突
に
し
か
も
「
省
筆
」
に
よ
っ
て
導
入
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
巡

島
構
想
に
と
り
か
か
ろ
う
と
す
る
意
図
は
窺
い
え
て
も
、
来
た
る
べ

き
島
め
ぐ
り
、
あ
る
い
は
朝
鮮
渡
り
を
示
唆
す
る
よ
う
な
要
素
・
伏

線
が
途
絶
箇
所
ま
で
な
ん
ら
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

（
9
）
大
高
洋
司
「
文
化
五
、
六
年
の
馬
琴
読
本
」（『
読
本
研
究
』
第
五
輯

上
套
、
一
九
九
一
年
）。

※ 

馬
琴
作
品
の
引
用
は
、『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』（
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館

所
蔵
・
へ13-00179

）、『
椿
説
弓
張
月
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
・
特

1-1947

）に
拠
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、適
宜
句
読
点
や
濁
点
を
補
っ
た
。

そ
の
他
の
引
用
は
、『
平
家
物
語
』（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）、『
源
平
盛

衰
記
』（『
源
平
盛
衰
記
』
二
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
謡
曲
「
俊

寛
」（『
謡
曲
集
』
下
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
浮
世
草
子
『
風
流

今
平
家
』（『
西
沢
一
風
集
』
叢
書
江
戸
文
庫
四
六
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇

〇
〇
）、『
平
家
女
護
島
』（『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
下
、
岩
波
日
本
古
典
文
学

大
系
）、『
姫
小
松
子
日
の
遊
』（
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
・
ニ10-

01337

）、幸
若
舞「
硫
黄
が
島
」（『
舞
の
本
』岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、

『
義
経
記
』（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
拠
る
。

※ 

本
稿
は
、
第
三
十
一
回
日
本
文
学
協
会
研
究
発
表
大
会
（
於
名
古
屋
大
学
）

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
と
し
て
い
る
。
口
頭
発
表
の
際
に
御
教
示
を
賜

っ
た
諸
先
生
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。


