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〈
虚
子
に「
写
生
」さ
れ
た
初
瀬
〉

　
俳
句
文
芸
誌「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」を
主
宰
し
、日
本
の
俳
壇
に
重
き
を
な
し
た
高
浜

虚
子
は
、同
時
に
優
れ
た
小
説
家
で
も
あ
っ
た
。同
郷
の
先
輩
で
俳
人
・
正
岡
子
規

の
教
え
を
乞
う
た
の
も
、
元
は
と
言
え
ば
志（
こ
こ
ろ
ざ
し
）
は
小
説
に
あ
っ
て
、

発
句
の
習
熟
が
文
章
上
達
の
近
道
と
考
え
た
か
ら
だ
。「
世
人
が
子
規
門
下
の
高
弟

と
し
て
余
を
遇
す
る
こ
と
は
別
に
腹
も
立
た
な
か
っ
た
が
そ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
と
も

思
わ
な
か［
っ
た
］」虚
子
は
、致
死
の
病
魔
に
冒
さ
れ
た
子
規
か
ら「
後
継
者
」に

と
懇
請
さ
れ
て
も「
私あ

し
に
は
出
来
な
い
」と
謝
絶
し
た
。虚
子
が
目
指
し
た
の
は
俳

人
で
も
学
者
で
も
な
く
大
文
学
者
で
、し
か
も「
余
の
大
文
学
者
と
い
う
の
は
大
小

説
家
」を
意
味
し
て
い
た
の
だ
。明
治
35
年（
１
９
０
２
）に
子
規
が
没
す
る
と「
束

縛
さ
れ
て
お
っ
た
縄
が
一
時
に
弛
ん
だ
」か
の
よ
う
に
、虚
子
は
俳
句
か
ら
離
れ
、

小
説
に
傾
斜
し
て
い
く
。

明
治
40
年（
１
９
０
７
）５
月「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」に
掲
載
さ
れ
た『
斑
鳩
物
語
』は
、

自
ら
提
唱
す
る「
写
生
文
」に
優
れ
、小
説
家
・
虚
子
の
代
表
作
の
一
と
さ
れ
る
。法

隆
寺
門
前
の
─
実
在
し
た
─
老
舗
旅
館
「
大
黒
屋
」に
宿
泊
し
た「
余
」が
語
る
、

お
手
伝
い
の「
お
道
」と
法
起
寺
の
若
い
僧
侶
と
の
淡
い
─
本
当
の
と
こ
ろ
は「
余
」

の「
お
道
」へ
の
秘
や
か
な
─
恋
物
語
は
、長
ら
く
多
く
の
読
者
を
魅
了
し
、翌
年

に
は
関
西
旅
行
中
の
志
賀
直
哉
・
里
見
弴
・
木
下
利
玄
の
３
人
が
、そ
し
て
30
数
年

後
も
小
説
の
構
想
を
練
る
堀
辰
雄
が
─
こ
の
こ
ろ
す
で
に
老
朽
著
し
い
─
大
黒

屋
に
投
宿
し
て
い
る
。そ
し
て
、ど
ち
ら
も『
斑
鳩
物
語
』で「
余
」が
通
さ
れ
た
─

す
な
わ
ち
虚
子
が
泊
ま
っ
た
─
「
一
番
奥
ま
つ
た
中
二
階
」の
部
屋
か
ら
、虚
子
が

写
生
し
た「
大
和
一
円
が
一
目
に
見
渡
さ
れ
る
や
う
な
い
ゝ
眺
望
」を
追
体
験
し
た
。

　
『
斑
鳩
物
語
』
で
は
、
そ
の
部
屋
の
階
下
の
団
体
客
が
、
翌
朝「
初
瀬
に
行
き
や

は
る
さ
う
だ
す
」と
聞
い
た「
余
」が
、「
お
道
」と
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。

　
「
初
瀬
は
遠
い
か
い
」〔
…
〕

　
「
初
瀬
は
ナ
ー
、そ
ら
あ
の
お
山
ナ
ー
、そ
ら
左
の
方
の
山
の
外
れ
に
木
の

茂
つ
た
と
こ
が
あ
り
ま
す
や
ろ
…
…
」〔
…
〕

　
「
あ
こ
が
三
輪
の
お
山
で
。初
瀬
は
あ
の
お
山
の
向
う
わ
き
に
な
つ
て
ま

す
。
旦
那
は
ん
ま
だ
初
瀬
に
行
き
や
つ
た
事
お
ま
へ
ん
か
」

　
「
い
や
ち
つ
と
も
知
ら
な
い
の
だ
。〔
…
〕」

　
こ
の
小
説
に
は
斑
鳩
の
里
に
咲
く
菜
の
花
や
梨
の
花
、遠
近
に
映
る
畝
傍（
火
）

山
や
多
武
峰
、金
剛
山
の
景
色
、ま
た
大や

ま
と和

絣か
す
り

を
織
る
大や

ま
と和

機ば
た

の
筬お

さ
の
音
、さ
ら
に

当
時
の「
此
辺
の
流
行
唄
」な
ど
も
、鮮
烈
に「
写
生
」さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、自
然

や
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
綴
っ
た
だ
け
で
は
小
説
に
な
ら
な
い
。「
お
道
」に
モ
デ
ル

は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
僧
侶
と
の
ロ
マ
ン
ス
は
仮
構
で
あ
っ
た
。
語
り
手
の「
余
」

も「
官
命
」で
斑
鳩
を
訪
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
虚
子
本
人
で
は
あ
り
得
な
い
。

た
だ
、初
瀬
を「
ち
つ
と
も
知
ら
な
い
」こ
と
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、「
余
」
の

目
を
通
し
た
、
未
だ
見
ぬ
初
瀬
を
「
事
実
あ
り
の
ま
ゝ
」
に
写
生
は
で
き
な
い
。

『
斑
鳩
物
語
』は
明
治
38
年（
１
９
０
５
）の
奈
良
旅
行
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
が
、

当
時
の
虚
子
は
初
瀬
を「
ち
つ
と
も
知
ら
な［
い
］」ま
ま
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

〈
長
谷
寺
の「
霊
験
」
〉

　
虚
子
が
確
実
に
初
瀬（
長
谷
寺
）を
訪
れ
た
の
は
昭
和
18
年（
１
９
４
３
）年
３
月

22
日
で
あ
る
。こ
の
日
は
、奈
良
出
身
の
俳
人
・
阿
波
野
青
畝
ら
を
帯
同
し
た
長
谷

寺
に
吟
行
だ
っ
た
。

　
そ
の
と
き
の
句
が
、長
谷
寺
の
仁
王
門
脇
の
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
花
の
寺
末
寺
一
念
三
千
寺

　
長
谷
寺
は「
花
の
御
寺
」に
し
て
、末
寺
３
０
０
０
寺
を
擁
す
る
真
言
宗
豊
山
派

総
本
山
で
あ
る
。虚
子
は
わ
ず
か
漢
字
９
文
字
仮
名
１
字
で
マ
ク
ロ
の
長
谷
寺
を

言
い
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
ち
ら
は
ミ
ク
ロ
の
道
を
ト
リ
ビ
ア
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　
長
谷
寺
は
真
冬
で
も
黄
色
い
蝋
梅
が
咲
い
て
い
る
。
２
月

は
梅
や
春さ

ん
し
ゅ
ゆ

黄
金
花
、３
月
は
木
蓮
の
白
い
花
、４
月
に
な
る
と

全
山
が
桜
の
花
に
包
ま
れ
て
、長
谷
寺
は
文
字
通
り「
花
の
御
寺
」

と
な
る
。山
号
の「
豊ぶ

山ざ
ん

」は
、こ
の
花
の
豊
か
さ
を
も
表
し
て

い
る
よ
う
だ
。桜
花
が
風
に
散
り
始
め
る
と
、入
れ
替
わ
る
よ

う
石
楠
花
や
藤
の
花
、４
月
下
旬
か
ら
は
牡
丹
が
絢
爛
に
咲
き

乱
れ
る
。「
花
の
御
寺
」の
長
谷
寺
は
、特
に「
牡
丹
の
御
寺
」

と
も
呼
ば
れ
る
。大
正
13
年
の
資
料
に
よ
れ
ば
、当
時
す
で
に

「
壱
五
〇
種
三
千
株
」あ
り
、そ
の
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
献
木

さ
れ
て
、今
で
は
そ
の
数
１
５
０
種
・
７
０
０
０
株
を
超
え
る
と

言
う
。
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瀬
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壇
に
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正
岡
子
規

の
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え
を
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の
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こ
こ
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ざ
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小
説
に
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、
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熟
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達
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道
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弟
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冒
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９
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２
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瀬
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。
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瀬
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も
の
で
、現
在
の
観
音
堂
の
西
側
の
岡
の
あ
た
り
、先
述
の
五
重
塔
が
建
っ
て
い
る

地
域
で
、
そ
こ
に
三
重
塔
・
石
室
・
仏
像
等
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
長
谷
寺
境
内
地
図
で
も「
本
長
谷
寺
」と
載
っ
て
い
る
。

　
こ
の「
泊
瀬
寺
」の
記
述
の
と
こ
ろ
に
、天
武
天
皇
が
勅
を
出
し
弘
福
寺
の
道
明

聖（
上
）人
に
命
じ
て
精
舎
を
建
て
た
こ
と
、そ
の
金
銅
仏
の
下
に
天
皇
御
筆
の
縁
起

が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

〈
長
谷
寺
＝
観
音
信
仰
の
セ
ン
タ
ー
〉

　
長
谷
寺
の
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
聖
武
帝
の
勅
願
で
造
立
さ
れ
、縁
起
文

で
は「
天
平
七
季
乙
亥
五
月
十
六
日
上
棟〔
…
〕同
十
九
年
丁
亥
九
月
二
十
八
日
奉

供
養
」と
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
開
眼
供
養
は
、興
福
寺
・
元
興
寺
・
大
安
寺
・
薬

師
寺
・
法
隆
寺
か
ら
１
０
０
名
の
僧
を
得
て
、「
導
師
天
笠
僧
菩
提
聖
人　
咒
願
行

基
菩
薩
」に
よ
り
執
り
行
わ
れ
た
。以
降
長
谷
寺
は「
鎮
護
国
家
之
道
場
」に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。聖
武
帝
自
身
も
退
位
後
の
天
平
勝
宝
５
年（
７
５
３
）、長

谷
寺
に
臨
幸
さ
れ「
御
自
筆
最
勝
王
経
一
部
并
法
花
経
一
部
」を「
大
聖
御
宝
前
」に

奉
納
さ
れ
て
い
る
。

　
長
谷
寺
と
東
大
寺
と
の
詳
し
い
関
わ
り
は
分
か
ら
な
い
が
、古
く
は
東
大
寺
の
末

に
置
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
10
世
紀
末
に
な
る
と
、
長
谷
寺
は
興
福
寺
の
末
寺
と

な
り
栄
え
て
い
く
。戦
国
期
に
一
時
荒
廃
す
る
が
、大
和
守
・
豊
臣
秀
長
が
寺
領
の

寄
進
と
伽
藍
を
復
興
し
た
。さ
ら
に
兵
火
を
避
け
て
根
来（
紀
州
）か
ら
高
野
山
に

逃
れ
て
い
た
妙
音
院
専せ

ん

誉に
ょ

僧
正
が
入
山
す
る
と
、長
谷
寺
に
新
義
真
言
宗
と
い
う

新
た
な
歴
史
が
加
わ
る
。江
戸
期
に
入
る
と
幕
府
の
手
厚
い
庇
護
の
も
と
で
さ
ら

な
る
繁
栄
を
遂
げ
、現
在
の
長
谷
寺
に
続
い
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
推
移
の
中
で
、長
谷
寺
へ
の
信
仰
も
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
。

そ
れ
ま
で
の
霊
場
巡
礼
は
、室
町
期
に「
西
国
三
十
三
所（
観
音
）」巡
礼
の
旅
と
な
っ

て
、一
般
大
衆
に
も
普
及
し
て
い
く
。近
世
・
近
代
に
は
物
見
遊
山
の
要
素
も
多
分
に

含
み
な
が
ら
参
詣
の
規
模
は
拡
大
し
、『
斑
鳩
物
語
』で
写
生
さ
れ
た
よ
う
に
、全
国

各
地
の
祈
り
の
歩
み
が
長
谷
寺
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
長
谷
寺
は
、時
を
経
る
に
つ
れ
て
観
音
信
仰
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
存
在
感
と
求
心

力
を
高
め
る
の
だ
が
、
そ
の
セ
ン
タ
ー
の
さ
ら
に
中
核
に
位
置
す
る
の
が
、
唐
の

時
代
の
馬
頭
夫
人
や
平
安
期
の
著
名
な
女
性
著
述
家
も
含
め
、誰
も
が
ご
加
護
を

求
め
て
参
拝
し
た
─
現
在
も
参
拝
人
が
途
絶
え
な
い
─
「
初
瀬
の
観
音
さ
ま
」、

す
な
わ
ち
長
谷
寺
の
ご
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。

〈 ｢

こ
も
り
く｣

の
泊
瀬
〉

　
長
谷（
は
せ
）寺
は
初
瀬（
は
せ
）に
あ
っ
て
、『
万
葉
集
』な
ど
で
は
泊
瀬（
は
せ
）

と
表
記
さ
れ
、枕
詞
の「
こ
も
り
く
」に
か
け
ら
れ
る
。こ
の「
長
谷
・
初
瀬
・
泊
瀬
・

こ
も
り
く
」
の
事
情
と
十
一
面
観
世
音
菩
薩
造
立
の
経い

き
さ
つ緯

を
、
先
の
『
長
谷
寺
縁

起
文
』を
基
礎
に
、直
感
的
に
整
理
し
た
の
が
、白
洲
正
子
で
あ
る
。一
般
に「
こ
も

り
く
」
は
「
隠
国
」
と
書
き
、
山
に
囲
ま
れ
隠
れ
て
見
え
な
い
場
所
と
さ
れ
る
が
、

白
洲
は
そ
れ
を
否
定
し「
神
の
籠
も
る
国
」だ
と
言
う
。「
ハ
セ
は
泊
瀬
、
初
瀬
、
長

谷
と
も
書
く
が
、い
ず
れ
も
正
し
い
。そ
れ
は
瀬
の
泊は

つ
る
所
で
あ
る
と
と
も
に
、

は
じ
ま
る
所
で
も
あ
り
、長
い
谷
を
形
づ
く
っ
て
も
い
る
か
ら
だ
」と
口
を
切
り
、

要
約
す
る
と
、次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　
牡
丹
の
寄
進
は
、
馬め

頭ず

夫ぶ

人に
ん

に
始
ま
る
。
彼
女
は
大
唐
帝
国
の
第
18
代
皇
帝
・

僖き

宗そ
う

の
后
妃
で
、美
貌
の
念
願
が
叶
っ
た
お
礼
に「
美
」を
象
徴
す
る
牡
丹
を
献
納

し
た
の
で
あ
る
。９
世
紀
後
半
、す
で
に
海
の
向
こ
う
の
宮
廷
に
も「
初
瀬
の
観
音

さ
ま
」の
霊
験
は
鳴
り
響
い
て
い
た
の
だ
。「
花
の
御
寺
」の
長
谷
寺
は「
人
の
御
寺
」

で
も
あ
っ
て
、
１
年
を
通
し
て
─
花
よ
り
も
─
参
詣
す
る
人
で
溢
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
神
亀
４
年（
７
２
７
）に
徳と

く
ど
う
し
ょ
う
に
ん

道
上
人
に
よ
っ
て
十
一
面
観
世
音
菩
薩
が
お
立
ち
に

な
っ
て
以
来
、長
谷
寺
は
観
音
信
仰
の
霊
場
と
な
り
、平
安
期
に
な
る
と
長
谷
寺
へ

の
参
詣
が
貴
族
た
ち
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、や
が
て「
初
瀬
詣
で
」と
し
て
、一
般

庶
民
の
人
た
ち
に
も
慕
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
平
安
期
、
末
法
辺
土
の
衆
生
を
自
覚
し
た
都
の
貴
族
た
ち
は
、
自
ら
の
救
済
と

一
族
の
繁
栄
を
長
谷
寺
に
祈
願
し
た
。そ
の
信
仰
と
参
詣
の
様
子
を
、清
少
納
言
は

『
枕
草
子
』で
詳
細
に
、夫
・
兼
家
の
女
性
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
藤
原
道み

ち
つ
な
の
は
は

綱
母
は

『
蜻
蛉
日
記
』で
写
実
的
に
、そ
の
姪
の
菅
原
孝た

か
す
え
の
む
す
め

標
女
は『
更
級
日
記
』で
印
象

的
に
、そ
れ
ぞ
れ
の「
初
瀬
詣
で
」を
通
し
て
表
し
た
。孝
標
女
が
少
女
時
代
に
読

み
耽
っ
た『
源
氏
物
語
』で
は
、筑
紫
か
ら
長
谷
寺
に
詣
で
た
玉
鬘
が
、観
音
さ
ま

の
ご
加
護
に
よ
っ
て
め
で
た
く
光
源
氏
の
養
女
と
な
る
。や
が
て
庇
護
者
の
は
ず
の

光
源
氏
ま
で
美
貌
の
玉
鬘
に
恋
心
を
抱
い
て
し
ま
い
、事
態
は
複
雑
に
展
開
し
て
い

く
の
だ
が
、
世
阿
弥
の
女
婿
・
金
春
禅
竹
は
、
そ
の
よ
う
な
王
朝
社
会
に
お
け
る

１
人
の
女
性
の
苦
悩
を
見
事
に
舞
台
で
活
写
し
た
。

　
そ
の
能『
玉
鬘
』が
成
立
し
た
室
町
時
代
、十
一
面
観
世
音
菩
薩
は「
天
照
大
神
」

の
本
地
仏
と
さ
れ
、
伊
勢
参
宮
と
あ
い
ま
っ
て
庶
民
の
間
に
も
「
初
瀬
詣
で
」
が

広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
で
は
、長
谷
寺
の「
信
仰
」の
始
ま
り
は
、奈
良
時
代
以
降
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
長
谷
寺
で
は
、神
亀
４
年
に
観
音
像
を
刻
ま
れ
た
徳
道
上
人
を「
開
山
」、そ
の

40
年
ほ
ど
前
の
朱
鳥
元
年（
６
８
６
）、天
武
天
皇
の
た
め
に「
法
華
説
相
図
」（
国

宝
）を
造
顕
さ
れ
た
道ど

う
み
ょ
う
し
ょ
う
に
ん

明
上
人
を「
開
創
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
法
華
説
相
図
」
と
は
、
１
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
銅
板
で
、「
千
仏
多
宝
仏
塔
」

と
も
呼
ば
れ
る
。三
重
塔
の
周
囲
を
た
く
さ
ん
の
仏
や
菩
薩
が
取
り
巻
き
、台
座
の

下
の
方
に
縁
起
が
鋳
刻
さ
れ
、法
華
経
の
世
界
観
が
表
さ
れ
て
い
る
。現
在
は
奈
良

国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、寺
伝
の『
長
谷
寺
縁
起
文
』に
よ
れ
ば
、も

と
も
と
は
西
の
山
の
手
の
方
、現
在
の
五
重
塔
あ
た
り
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
『
長
谷
寺
縁
起
文
』は
菅
原
道
真
の
筆
と
伝
え
ら
れ
、書
き
出
し
に「
吾
遣
唐
大
使

中
納
言
従
三
位〔
…
〕菅
原
朝
臣
道
眞
」、末
尾
に「
寛
平
八
季
二
月
十
日
」と
あ
っ

て
、「
執
筆
」の
と
こ
ろ
に
も
、冒
頭
と
同
じ
道
真
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。江
戸
後

期
の
国
学
者
・
伴
信
友
は
、そ
の
真
筆
を
疑
い
後
世
の
仮
託
と
し
た
が
、塙
保
己
一

の『
群
書
類
従
』（
巻
第
四
百
三
十
七
）に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
は「
右
長
谷
寺
縁
起

傳
云　
天
満
宮
眞
蹟
」と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
縁
起
文
は
、現
在
の
長
谷
寺
の
境
内
地
を
、大
き
く
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

　
一
つ
は「
長
谷
寺
」あ
る
い
は「
後
長
谷
寺（
の
ち
は
せ
で
ら
）」で
、縁
起
文
で
は

「
谷
の
東
」と
書
か
れ
、現
在
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
が
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る

本
堂
の
区
域
で
あ
る
。観
音
像
は
徳
道
上
人
の
願
い
を
藤
原
房
前
が
元
正
天
皇
に

奉
じ
、
聖
武
帝
の
詔
勅
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
谷
が

長
い
こ
と
が
、「
長
谷
」の
名
の
由
来
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
が「
泊
瀬
寺
」ま
た
は「
本
長
谷
寺（
も
と
は
せ
で
ら
）」と
呼
ば
れ
る
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も
の
で
、現
在
の
観
音
堂
の
西
側
の
岡
の
あ
た
り
、先
述
の
五
重
塔
が
建
っ
て
い
る

地
域
で
、
そ
こ
に
三
重
塔
・
石
室
・
仏
像
等
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
長
谷
寺
境
内
地
図
で
も「
本
長
谷
寺
」と
載
っ
て
い
る
。

　
こ
の「
泊
瀬
寺
」の
記
述
の
と
こ
ろ
に
、天
武
天
皇
が
勅
を
出
し
弘
福
寺
の
道
明

聖（
上
）人
に
命
じ
て
精
舎
を
建
て
た
こ
と
、そ
の
金
銅
仏
の
下
に
天
皇
御
筆
の
縁
起

が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

〈
長
谷
寺
＝
観
音
信
仰
の
セ
ン
タ
ー
〉

　
長
谷
寺
の
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
聖
武
帝
の
勅
願
で
造
立
さ
れ
、縁
起
文

で
は「
天
平
七
季
乙
亥
五
月
十
六
日
上
棟〔
…
〕同
十
九
年
丁
亥
九
月
二
十
八
日
奉

供
養
」と
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
開
眼
供
養
は
、興
福
寺
・
元
興
寺
・
大
安
寺
・
薬

師
寺
・
法
隆
寺
か
ら
１
０
０
名
の
僧
を
得
て
、「
導
師
天
笠
僧
菩
提
聖
人　
咒
願
行

基
菩
薩
」に
よ
り
執
り
行
わ
れ
た
。以
降
長
谷
寺
は「
鎮
護
国
家
之
道
場
」に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。聖
武
帝
自
身
も
退
位
後
の
天
平
勝
宝
５
年（
７
５
３
）、長

谷
寺
に
臨
幸
さ
れ「
御
自
筆
最
勝
王
経
一
部
并
法
花
経
一
部
」を「
大
聖
御
宝
前
」に

奉
納
さ
れ
て
い
る
。

　
長
谷
寺
と
東
大
寺
と
の
詳
し
い
関
わ
り
は
分
か
ら
な
い
が
、古
く
は
東
大
寺
の
末

に
置
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
10
世
紀
末
に
な
る
と
、
長
谷
寺
は
興
福
寺
の
末
寺
と

な
り
栄
え
て
い
く
。戦
国
期
に
一
時
荒
廃
す
る
が
、大
和
守
・
豊
臣
秀
長
が
寺
領
の

寄
進
と
伽
藍
を
復
興
し
た
。さ
ら
に
兵
火
を
避
け
て
根
来（
紀
州
）か
ら
高
野
山
に

逃
れ
て
い
た
妙
音
院
専せ

ん

誉に
ょ

僧
正
が
入
山
す
る
と
、長
谷
寺
に
新
義
真
言
宗
と
い
う

新
た
な
歴
史
が
加
わ
る
。江
戸
期
に
入
る
と
幕
府
の
手
厚
い
庇
護
の
も
と
で
さ
ら

な
る
繁
栄
を
遂
げ
、現
在
の
長
谷
寺
に
続
い
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
推
移
の
中
で
、長
谷
寺
へ
の
信
仰
も
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
。

そ
れ
ま
で
の
霊
場
巡
礼
は
、室
町
期
に「
西
国
三
十
三
所（
観
音
）」巡
礼
の
旅
と
な
っ

て
、一
般
大
衆
に
も
普
及
し
て
い
く
。近
世
・
近
代
に
は
物
見
遊
山
の
要
素
も
多
分
に

含
み
な
が
ら
参
詣
の
規
模
は
拡
大
し
、『
斑
鳩
物
語
』で
写
生
さ
れ
た
よ
う
に
、全
国

各
地
の
祈
り
の
歩
み
が
長
谷
寺
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
長
谷
寺
は
、時
を
経
る
に
つ
れ
て
観
音
信
仰
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
存
在
感
と
求
心

力
を
高
め
る
の
だ
が
、
そ
の
セ
ン
タ
ー
の
さ
ら
に
中
核
に
位
置
す
る
の
が
、
唐
の

時
代
の
馬
頭
夫
人
や
平
安
期
の
著
名
な
女
性
著
述
家
も
含
め
、誰
も
が
ご
加
護
を

求
め
て
参
拝
し
た
─
現
在
も
参
拝
人
が
途
絶
え
な
い
─
「
初
瀬
の
観
音
さ
ま
」、

す
な
わ
ち
長
谷
寺
の
ご
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。

〈 ｢

こ
も
り
く｣

の
泊
瀬
〉

　
長
谷（
は
せ
）寺
は
初
瀬（
は
せ
）に
あ
っ
て
、『
万
葉
集
』な
ど
で
は
泊
瀬（
は
せ
）

と
表
記
さ
れ
、枕
詞
の「
こ
も
り
く
」に
か
け
ら
れ
る
。こ
の「
長
谷
・
初
瀬
・
泊
瀬
・

こ
も
り
く
」
の
事
情
と
十
一
面
観
世
音
菩
薩
造
立
の
経い

き
さ
つ緯

を
、
先
の
『
長
谷
寺
縁

起
文
』を
基
礎
に
、直
感
的
に
整
理
し
た
の
が
、白
洲
正
子
で
あ
る
。一
般
に「
こ
も

り
く
」
は
「
隠
国
」
と
書
き
、
山
に
囲
ま
れ
隠
れ
て
見
え
な
い
場
所
と
さ
れ
る
が
、

白
洲
は
そ
れ
を
否
定
し「
神
の
籠
も
る
国
」だ
と
言
う
。「
ハ
セ
は
泊
瀬
、
初
瀬
、
長

谷
と
も
書
く
が
、い
ず
れ
も
正
し
い
。そ
れ
は
瀬
の
泊は

つ
る
所
で
あ
る
と
と
も
に
、

は
じ
ま
る
所
で
も
あ
り
、長
い
谷
を
形
づ
く
っ
て
も
い
る
か
ら
だ
」と
口
を
切
り
、

要
約
す
る
と
、次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　
牡
丹
の
寄
進
は
、
馬め

頭ず

夫ぶ

人に
ん

に
始
ま
る
。
彼
女
は
大
唐
帝
国
の
第
18
代
皇
帝
・

僖き

宗そ
う

の
后
妃
で
、美
貌
の
念
願
が
叶
っ
た
お
礼
に「
美
」を
象
徴
す
る
牡
丹
を
献
納

し
た
の
で
あ
る
。９
世
紀
後
半
、す
で
に
海
の
向
こ
う
の
宮
廷
に
も「
初
瀬
の
観
音

さ
ま
」の
霊
験
は
鳴
り
響
い
て
い
た
の
だ
。「
花
の
御
寺
」の
長
谷
寺
は「
人
の
御
寺
」

で
も
あ
っ
て
、
１
年
を
通
し
て
─
花
よ
り
も
─
参
詣
す
る
人
で
溢
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
神
亀
４
年（
７
２
７
）に
徳と

く
ど
う
し
ょ
う
に
ん

道
上
人
に
よ
っ
て
十
一
面
観
世
音
菩
薩
が
お
立
ち
に

な
っ
て
以
来
、長
谷
寺
は
観
音
信
仰
の
霊
場
と
な
り
、平
安
期
に
な
る
と
長
谷
寺
へ

の
参
詣
が
貴
族
た
ち
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、や
が
て「
初
瀬
詣
で
」と
し
て
、一
般

庶
民
の
人
た
ち
に
も
慕
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
平
安
期
、
末
法
辺
土
の
衆
生
を
自
覚
し
た
都
の
貴
族
た
ち
は
、
自
ら
の
救
済
と

一
族
の
繁
栄
を
長
谷
寺
に
祈
願
し
た
。そ
の
信
仰
と
参
詣
の
様
子
を
、清
少
納
言
は

『
枕
草
子
』で
詳
細
に
、夫
・
兼
家
の
女
性
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
藤
原
道み

ち
つ
な
の
は
は

綱
母
は

『
蜻
蛉
日
記
』で
写
実
的
に
、そ
の
姪
の
菅
原
孝た

か
す
え
の
む
す
め

標
女
は『
更
級
日
記
』で
印
象

的
に
、そ
れ
ぞ
れ
の「
初
瀬
詣
で
」を
通
し
て
表
し
た
。孝
標
女
が
少
女
時
代
に
読

み
耽
っ
た『
源
氏
物
語
』で
は
、筑
紫
か
ら
長
谷
寺
に
詣
で
た
玉
鬘
が
、観
音
さ
ま

の
ご
加
護
に
よ
っ
て
め
で
た
く
光
源
氏
の
養
女
と
な
る
。や
が
て
庇
護
者
の
は
ず
の

光
源
氏
ま
で
美
貌
の
玉
鬘
に
恋
心
を
抱
い
て
し
ま
い
、事
態
は
複
雑
に
展
開
し
て
い

く
の
だ
が
、
世
阿
弥
の
女
婿
・
金
春
禅
竹
は
、
そ
の
よ
う
な
王
朝
社
会
に
お
け
る

１
人
の
女
性
の
苦
悩
を
見
事
に
舞
台
で
活
写
し
た
。

　
そ
の
能『
玉
鬘
』が
成
立
し
た
室
町
時
代
、十
一
面
観
世
音
菩
薩
は「
天
照
大
神
」

の
本
地
仏
と
さ
れ
、
伊
勢
参
宮
と
あ
い
ま
っ
て
庶
民
の
間
に
も
「
初
瀬
詣
で
」
が

広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
で
は
、長
谷
寺
の「
信
仰
」の
始
ま
り
は
、奈
良
時
代
以
降
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
長
谷
寺
で
は
、神
亀
４
年
に
観
音
像
を
刻
ま
れ
た
徳
道
上
人
を「
開
山
」、そ
の

40
年
ほ
ど
前
の
朱
鳥
元
年（
６
８
６
）、天
武
天
皇
の
た
め
に「
法
華
説
相
図
」（
国

宝
）を
造
顕
さ
れ
た
道ど

う
み
ょ
う
し
ょ
う
に
ん

明
上
人
を「
開
創
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
法
華
説
相
図
」
と
は
、
１
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
銅
板
で
、「
千
仏
多
宝
仏
塔
」

と
も
呼
ば
れ
る
。三
重
塔
の
周
囲
を
た
く
さ
ん
の
仏
や
菩
薩
が
取
り
巻
き
、台
座
の

下
の
方
に
縁
起
が
鋳
刻
さ
れ
、法
華
経
の
世
界
観
が
表
さ
れ
て
い
る
。現
在
は
奈
良

国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、寺
伝
の『
長
谷
寺
縁
起
文
』に
よ
れ
ば
、も

と
も
と
は
西
の
山
の
手
の
方
、現
在
の
五
重
塔
あ
た
り
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
『
長
谷
寺
縁
起
文
』は
菅
原
道
真
の
筆
と
伝
え
ら
れ
、書
き
出
し
に「
吾
遣
唐
大
使

中
納
言
従
三
位〔
…
〕菅
原
朝
臣
道
眞
」、末
尾
に「
寛
平
八
季
二
月
十
日
」と
あ
っ

て
、「
執
筆
」の
と
こ
ろ
に
も
、冒
頭
と
同
じ
道
真
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。江
戸
後

期
の
国
学
者
・
伴
信
友
は
、そ
の
真
筆
を
疑
い
後
世
の
仮
託
と
し
た
が
、塙
保
己
一

の『
群
書
類
従
』（
巻
第
四
百
三
十
七
）に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
は「
右
長
谷
寺
縁
起

傳
云　
天
満
宮
眞
蹟
」と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
縁
起
文
は
、現
在
の
長
谷
寺
の
境
内
地
を
、大
き
く
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

　
一
つ
は「
長
谷
寺
」あ
る
い
は「
後
長
谷
寺（
の
ち
は
せ
で
ら
）」で
、縁
起
文
で
は

「
谷
の
東
」と
書
か
れ
、現
在
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
が
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る

本
堂
の
区
域
で
あ
る
。観
音
像
は
徳
道
上
人
の
願
い
を
藤
原
房
前
が
元
正
天
皇
に

奉
じ
、
聖
武
帝
の
詔
勅
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
谷
が

長
い
こ
と
が
、「
長
谷
」の
名
の
由
来
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
が「
泊
瀬
寺
」ま
た
は「
本
長
谷
寺（
も
と
は
せ
で
ら
）」と
呼
ば
れ
る
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ま
る 14

『
こ
も
り
く
』の
歴
史
が
あ
っ
た
。い
か
に
変
化
自
在
な
観
音
と
い
え
ど
も
、伝
統
の

な
い
と
こ
ろ
に
忽
然
と
湧
出
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
［
い
］」
と
声
を
張
り
、「
岩
の

上
に
立
ち
、錫
杖
を
持
つ〔
十
一
面
〕観
世
音〔
菩
薩
像
〕が
、天
照
大
神
の『
御
杖
』

と
な
っ
て
、諸
国
を
遍
歴
す
る
斎
宮
の
姿
と
重
な
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
」と
言
い

切
っ
た
。

　
白
洲
ら
し
く
事
実
と
推
量
と
を
分
明
に
し
な
い
ま
ま
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
だ

が
、実
は『
長
谷
寺
縁
起
文
』を
詳
細
ま
で
読
み
解
い
た
上
で
の
考
量
で
あ
る
。こ
れ

以
上
の
引
用
は
控
え
る
が
、徳
道
上
人
が
長
谷
寺
を
建
立
し
、十
一
面
観
音
菩
薩
を
造

立
し
た
経
緯
も
、正
確
に
縁
起
文
を
反
映
し
て
説
明
し
て
い
る
。

従
来
の「
こ
も
り
く
＝
隠
国
」論
に
違
和
感
を
持
っ
た
の
は
、白
洲
だ
け
で
は
な
い
。

大
正

年（
１
９
２
５
）４
月
、荻
原
井
泉
水
は「
初
瀬〔
…
〕の
舞
台
で
今
夜
の
月

を
眺
め
た
い
〔
…
〕
と
、
ふ
と
思
付
」
い
て
長
谷
寺
に
夜
参
し
た
。
本
堂
の
舞
台
に
座

「
三
輪
山
の
裾
を
ま
わ
っ
て
、
桜
井
か
ら

初
瀬
川
を
溯
」り「
冬
の
さ
な
か
に
お
参
り
」

す
れ
ば
、「『
こ
も
り
く
』の
泊
瀬
と
呼
ば
れ

た
こ
の
地
方
が
、
素
顔
を
現
す
の
は
そ
う

い
う
時
」だ
と
わ
か
る
。な
ぜ
な
ら
、初
瀬

か
む
か
わ

せ
い

す
い

泉せ
ん

水

山
並
み
に
囲
ま
れ
た
谷
と
は
映
ら
な
か
っ
た
。な
お
井

も「
い
づ
く
か
た
と
も
な

り
、円
い
月
と
暈
に「
か
つ
き
り
と
嵌
め
込
ま
れ［
た
］」直
線
的
に
構
成
さ
れ
る
堂
宇

と「
此
の
美
し
さ
を
包
ん
で
な
だ
ら
か
曲
線
」を
描
く「
山
」と
の
対
比
を
愛
で
な
が

ら
、山
は「
ま
こ
と
に
こ
も
り
く
と
い
ふ
感
じ
は
よ
く
適
し
て
ゐ
る
」と
言
い
な
が
ら
、

「
し
か
し〔
左
右
か
ら
袖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
〕山
の
二
つ
は
、か
な
り
隔
つ
て

ゐ
る
」
と
観
取
し
た
。「
遠
い
方
の
山
は
月
光
を
受
け
て
、
ほ
ん
の
り
と
淡［
い
］」
の

に
、「
近
い
方
の
山
は
月
光
に
背
い
て
こ
ん
も
り
と
濃
い
色
に
沈
」［
み
］、
遠
い
方
の

「
山
と
御
堂
の
あ
る
山
間
の
谷
に
あ
る
山
と
の
間
の
谷
に
も
、ま
だ
光
は
さ
し
て
来

［
な
か
っ
た
］」の
だ
。こ
の
自
由
律
の
俳
人
に
も「
こ
も
り
く
」は
一
つ
の
連
続
的
な

く
音
楽
が
起
り
、花
が
降
つ
て
、観
音
の
化
身
で
あ
る
美
し
い
姿
が
舞
ひ
出
て
来
さ

う
な
、
あ
る
恍
惚
と
し
た
心
持
に
誘
わ
れ
［
る
］」、
と
白
洲
に
似
た
感
慨
に
浸
っ
て

い
る
。

白
洲
は
こ
の
よ
う
に
言
い
、「
長
谷
寺
が
造
ら
れ
、

十
一
面
観
音
が
鎮
座
す
る
ま
で
に
は
、実
に
長
い

川
は
古
く
は「
神
河
」と
言
い
、「
お
そ
ら
く

長
谷
寺
の
元
は
、河
上
約
半
里
の
滝
蔵
山
」

で
、
い
つ
の
時
代
に
か
「
神
の
岩
座
が
転

落
し
、そ
の
泊
っ
た
所
が『
泊
瀬
』と
呼
ば

れ
」、大
和
全
体
を
う
る
お
す
初
瀬
川
も
時

と
し
て「
荒
れ
る
お
そ
ろ
し
い
淵
瀬
」と
も

な
っ
た
。「
そ
う
い
う
所
が
神
の
在
す
聖
地

と
し
て
崇
め
ら
れ
た
の
は
当
然
」で
、「『
こ

も
り
く
』
は
神
の
籠
も
る
国
を
示
し
た
も

の
に
他
な
ら
〔
ず
〕、
上
代
の
斎
宮
も
、

伊
勢
へ
お
も
む
く
前
に
、こ
こ
に
籠
っ
て
、

神
聖
な
資
格
を
得
た
の
で
、
そ
の
こ
と
と

切
り
離
し
て『
こ
も
り
く
』と
い
う
枕
詞
は

考
え
ら
れ
な
い
。記
紀
万
葉
の
歌
人
達
が
、

『
こ
も
り
く
の
泊
瀬
』と
い
う
時
、そ
こ
に

清
浄
な
お
と
め
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
に

違
い
な
い
」、と
。
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〈
一
歩
踏
み
出
す「
覚
悟
」〉

　
現
在
の
十
一
面
観
音
は
、白
洲
正
子
に「
ど
ん
な
に
美
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
」と

溜
息
を
つ
か
せ
た「
二
丈
六
尺
の
金
色
燦
然
た
る
天
平
彫
刻
」─
現
在
の
観
音
菩
薩

像
は
三
丈
三
尺
六
寸
─
で
は
な
い
。
白
洲
が
「
一
々
書
く
の
も
わ
ず
ら
わ
し
い
」

と
嘆
く
ほ
ど
、
観
音
像
は
し
ば
し
ば
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
不
思
議
に
も

「
仏
頂
仏
面
」は
焼
け
る
こ
と
な
く
、常
に
新
し
い
本
尊
の
体
内
に
納
め
ら
れ
て

き
た
。
天
文
５
年
（
１
５
３
６
）の
火
災
で
は
、
本
堂
ば
か
り
か
全
山
こ
と
ご
と

く
灰
燼
に
帰
し
た
が
、も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
も「
仏
頂
仏
面
」は
救
わ
れ
、早
く
も

翌
々
年
に
新
造
さ
れ
た
像
─
現
在
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
─
の
体
内
に
安

置
さ
れ
て
い
る
。観
音
様
の
霊
験
は
、天
平
以
来
─
永
遠
に
─
不
滅
な
の
で
あ
る
。

　
度
重
な
る
火
災
か
ら
の
復
興
は
、そ
の
都
度
長
谷
寺
の
僧
が
諸
国
を
回
る
勧
進

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
国
内
に「
長
谷
寺
」
と
い
う
名
の
寺
は
１
０
０
余
り
、

有
名
な
も
の
だ
け
で
３
０
近
く
存
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
が
、
こ
の
奈

良
の
初
瀬
の
長
谷
寺
に
関
係
す
る
と
言
わ
れ
る
。
長
谷
へ
の
信
仰
の
全
国
的
波
及

は
、長
谷
寺
の
僧
た
ち
の
諸
国
行
脚
の
証あ

か
し

で
も
あ
る
の
だ
。
西
国
三
十
三
カ
所
の

淵
源
も
、長
谷
寺「
開
山
」・
徳
道
上
人
の
事
蹟（
閻
魔
大
王
か
ら
33
の
宝
印
を
授

か
っ
て
観
音
霊
場
を
ひ
ろ
め
る
た
め
に
甦
生
し
た
）
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
伝
説
は
、お
そ
ら
く
上
人
自
ら
が
諸
国
を
巡
っ
て
観
音
信
仰
を
説
か
れ
た
こ
と

に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。巡
礼
の
旅
の
セ
ン
タ
ー
創
設
者
・
徳
道
上
人
は
、同
時
に
、

巡
礼
の
旅
そ
の
も
の
の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
の「
自
ら
が
現
地
に
出
向
く
」と
い
う
、長
谷
寺「
伝
統
」の
信
仰
ス
タ
イ
ル
は
、

何
に
学
ば
れ
た
も
の
な
の
か
。

　
長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
、先
述
の
よ
う
に
御
身
丈
・
三
丈
三
尺
六
寸（
約

10
メ
ー
ト
ル
18
セ
ン
チ
）
の
国
内
最
大
級
の
木
造
仏
だ
が
、
さ
ら
に「
長
谷
寺
式
」

と
呼
ば
れ
る
異
形
の
お
姿
を
さ
れ
て
い
る
。左
手
の
水
瓶
は
ふ
つ
う
の
観
音
さ
ま
と

変
わ
ら
な
い
が
、右
手
に
錫し

ゃ
く
じ
ょ
う杖

を
持
た
れ
て
い
る
。錫
杖
と
は
、修
験
者
や
遊
行

僧
が
行
脚
に
携
行
す
る
と
き
の
杖
で
、一
般
に
は
地
蔵
菩
薩
の
持じ

物ぶ
つ

で
あ
る
。

　
菩
薩
と
は
、本
当
は
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
段
階
に
達
し
て
お
ら
れ
な
が
ら
、

あ
え
て
衆
生
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
存
在
を

意
味
す
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
お
経
な
ど
に
よ
っ
て
、地
蔵
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
・
普
賢

菩
薩
な
ど
多
く
の
菩
薩
が
あ
る
。

　
そ
の
菩
薩
の
中
で
、い
わ
ゆ
る『
観
音
経
』な
ど
で
広
く
信
仰
と
お
祈
り
を
集
め

て
い
る
の
が
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』で
は
知
恵
の
象
徴
と
な
っ
て
い

る
。重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、こ
の
世
で
の
願
い
を
お
聞
き
く
だ
さ
る「
現
世

利
益
」の
仏
さ
ま
と
い
う
こ
と
だ
。

　
や
や
乱
暴
に
括
る
と
、観
音
さ
ま
は
衆
生
の
救
済
の
た
め
─
だ
け
─
に
存
在
し
、

そ
の
救
済
の
ス
タ
イ
ル
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、衆
生
各
々
の
性
格
や
能

力（「
機
根
」）に
応
じ
て
、そ
の
方
法
や
か
た
ち
も
千
変
万
化
に
多
様
で
あ
る
。『
観

音
経
』に
よ
れ
ば
、観
世
音
菩
薩
は
あ
ま
ね
く
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、33
の
姿

に
変
身
さ
れ
る
。あ
る
い
は
真
言
の
教
え
で
は
、生
命
は
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
修
羅

道
な
ど
６
種
類
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る「
六ろ

く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

」の
思
想
に
基
づ
き
、聖
観

音
・
十
一
面
観
音
・
千
手
観
音
な
ど
の
六
観
音
が
、六
道
の
う
ち
各
々
の
持
ち
場
の

世
界
─
例
え
ば
十
一
面
観
音
は
修
羅
道
─
に
迷
う
衆
生
を
救
う
と
さ
れ
る
。
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ま
る 14

『
こ
も
り
く
』の
歴
史
が
あ
っ
た
。い
か
に
変
化
自
在
な
観
音
と
い
え
ど
も
、伝
統
の

な
い
と
こ
ろ
に
忽
然
と
湧
出
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
［
い
］」
と
声
を
張
り
、「
岩
の

上
に
立
ち
、錫
杖
を
持
つ〔
十
一
面
〕観
世
音〔
菩
薩
像
〕が
、天
照
大
神
の『
御
杖
』

と
な
っ
て
、諸
国
を
遍
歴
す
る
斎
宮
の
姿
と
重
な
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
」と
言
い

切
っ
た
。

　
白
洲
ら
し
く
事
実
と
推
量
と
を
分
明
に
し
な
い
ま
ま
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
だ

が
、実
は『
長
谷
寺
縁
起
文
』を
詳
細
ま
で
読
み
解
い
た
上
で
の
考
量
で
あ
る
。こ
れ

以
上
の
引
用
は
控
え
る
が
、徳
道
上
人
が
長
谷
寺
を
建
立
し
、十
一
面
観
音
菩
薩
を
造

立
し
た
経
緯
も
、正
確
に
縁
起
文
を
反
映
し
て
説
明
し
て
い
る
。

従
来
の「
こ
も
り
く
＝
隠
国
」論
に
違
和
感
を
持
っ
た
の
は
、白
洲
だ
け
で
は
な
い
。

大
正

年（
１
９
２
５
）４
月
、荻
原
井
泉
水
は「
初
瀬〔
…
〕の
舞
台
で
今
夜
の
月

を
眺
め
た
い
〔
…
〕
と
、
ふ
と
思
付
」
い
て
長
谷
寺
に
夜
参
し
た
。
本
堂
の
舞
台
に
座

「
三
輪
山
の
裾
を
ま
わ
っ
て
、
桜
井
か
ら

初
瀬
川
を
溯
」り「
冬
の
さ
な
か
に
お
参
り
」

す
れ
ば
、「『
こ
も
り
く
』の
泊
瀬
と
呼
ば
れ

た
こ
の
地
方
が
、
素
顔
を
現
す
の
は
そ
う

い
う
時
」だ
と
わ
か
る
。な
ぜ
な
ら
、初
瀬

か
む
か
わ

せ
い

す
い

泉せ
ん

水

山
並
み
に
囲
ま
れ
た
谷
と
は
映
ら
な
か
っ
た
。な
お
井

も「
い
づ
く
か
た
と
も
な

り
、円
い
月
と
暈
に「
か
つ
き
り
と
嵌
め
込
ま
れ［
た
］」直
線
的
に
構
成
さ
れ
る
堂
宇

と「
此
の
美
し
さ
を
包
ん
で
な
だ
ら
か
曲
線
」を
描
く「
山
」と
の
対
比
を
愛
で
な
が

ら
、山
は「
ま
こ
と
に
こ
も
り
く
と
い
ふ
感
じ
は
よ
く
適
し
て
ゐ
る
」と
言
い
な
が
ら
、

「
し
か
し〔
左
右
か
ら
袖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
〕山
の
二
つ
は
、か
な
り
隔
つ
て

ゐ
る
」
と
観
取
し
た
。「
遠
い
方
の
山
は
月
光
を
受
け
て
、
ほ
ん
の
り
と
淡［
い
］」
の

に
、「
近
い
方
の
山
は
月
光
に
背
い
て
こ
ん
も
り
と
濃
い
色
に
沈
」［
み
］、
遠
い
方
の

「
山
と
御
堂
の
あ
る
山
間
の
谷
に
あ
る
山
と
の
間
の
谷
に
も
、ま
だ
光
は
さ
し
て
来

［
な
か
っ
た
］」の
だ
。こ
の
自
由
律
の
俳
人
に
も「
こ
も
り
く
」は
一
つ
の
連
続
的
な

く
音
楽
が
起
り
、花
が
降
つ
て
、観
音
の
化
身
で
あ
る
美
し
い
姿
が
舞
ひ
出
て
来
さ

う
な
、
あ
る
恍
惚
と
し
た
心
持
に
誘
わ
れ
［
る
］」、
と
白
洲
に
似
た
感
慨
に
浸
っ
て

い
る
。

白
洲
は
こ
の
よ
う
に
言
い
、「
長
谷
寺
が
造
ら
れ
、

十
一
面
観
音
が
鎮
座
す
る
ま
で
に
は
、実
に
長
い

川
は
古
く
は「
神
河
」と
言
い
、「
お
そ
ら
く

長
谷
寺
の
元
は
、河
上
約
半
里
の
滝
蔵
山
」

で
、
い
つ
の
時
代
に
か
「
神
の
岩
座
が
転

落
し
、そ
の
泊
っ
た
所
が『
泊
瀬
』と
呼
ば

れ
」、大
和
全
体
を
う
る
お
す
初
瀬
川
も
時

と
し
て「
荒
れ
る
お
そ
ろ
し
い
淵
瀬
」と
も

な
っ
た
。「
そ
う
い
う
所
が
神
の
在
す
聖
地

と
し
て
崇
め
ら
れ
た
の
は
当
然
」で
、「『
こ

も
り
く
』
は
神
の
籠
も
る
国
を
示
し
た
も

の
に
他
な
ら
〔
ず
〕、
上
代
の
斎
宮
も
、

伊
勢
へ
お
も
む
く
前
に
、こ
こ
に
籠
っ
て
、

神
聖
な
資
格
を
得
た
の
で
、
そ
の
こ
と
と

切
り
離
し
て『
こ
も
り
く
』と
い
う
枕
詞
は

考
え
ら
れ
な
い
。記
紀
万
葉
の
歌
人
達
が
、

『
こ
も
り
く
の
泊
瀬
』と
い
う
時
、そ
こ
に

清
浄
な
お
と
め
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
に

違
い
な
い
」、と
。
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〈
一
歩
踏
み
出
す「
覚
悟
」〉

現
在
の
十
一
面
観
音
は
、白
洲
正
子
に「
ど
ん
な
に
美
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
」と

溜
息
を
つ
か
せ
た「
二
丈
六
尺
の
金
色
燦
然
た
る
天
平
彫
刻
」─
現
在
の
観
音
菩
薩

像
は
三
丈
三
尺
六
寸
─
で
は
な
い
。
白
洲
が
「
一
々
書
く
の
も
わ
ず
ら
わ
し
い
」

と
嘆
く
ほ
ど
、
観
音
像
は
し
ば
し
ば
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
不
思
議
に
も

「
仏
頂
仏
面
」は
焼
け
る
こ
と
な
く
、常
に
新
し
い
本
尊
の
体
内
に
納
め
ら
れ
て

き
た
。
天
文
５
年
（
１
５
３
６
）の
火
災
で
は
、
本
堂
ば
か
り
か
全
山
こ
と
ご
と

く
灰
燼
に
帰
し
た
が
、も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
も「
仏
頂
仏
面
」は
救
わ
れ
、早
く
も

翌
々
年
に
新
造
さ
れ
た
像
─
現
在
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
─
の
体
内
に
安

置
さ
れ
て
い
る
。観
音
様
の
霊
験
は
、天
平
以
来
─
永
遠
に
─
不
滅
な
の
で
あ
る
。

度
重
な
る
火
災
か
ら
の
復
興
は
、そ
の
都
度
長
谷
寺
の
僧
が
諸
国
を
回
る
勧
進

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
国
内
に「
長
谷
寺
」
と
い
う
名
の
寺
は
１
０
０
余
り
、

有
名
な
も
の
だ
け
で
３
０
近
く
存
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
が
、
こ
の
奈

良
の
初
瀬
の
長
谷
寺
に
関
係
す
る
と
言
わ
れ
る
。
長
谷
へ
の
信
仰
の
全
国
的
波
及

は
、長
谷
寺
の
僧
た
ち
の
諸
国
行
脚
の
証あ

か
し

で
も
あ
る
の
だ
。
西
国
三
十
三
カ
所
の

淵
源
も
、長
谷
寺「
開
山
」・
徳
道
上
人
の
事
蹟（
閻
魔
大
王
か
ら
33
の
宝
印
を
授

か
っ
て
観
音
霊
場
を
ひ
ろ
め
る
た
め
に
甦
生
し
た
）
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
伝
説
は
、お
そ
ら
く
上
人
自
ら
が
諸
国
を
巡
っ
て
観
音
信
仰
を
説
か
れ
た
こ
と

に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。巡
礼
の
旅
の
セ
ン
タ
ー
創
設
者
・
徳
道
上
人
は
、同
時
に
、

巡
礼
の
旅
そ
の
も
の
の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の「
自
ら
が
現
地
に
出
向
く
」と
い
う
、長
谷
寺「
伝
統
」の
信
仰
ス
タ
イ
ル
は
、

何
に
学
ば
れ
た
も
の
な
の
か
。

長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
、先
述
の
よ
う
に
御
身
丈
・
三
丈
三
尺
六
寸（
約

10
メ
ー
ト
ル
18
セ
ン
チ
）
の
国
内
最
大
級
の
木
造
仏
だ
が
、
さ
ら
に「
長
谷
寺
式
」

と
呼
ば
れ
る
異
形
の
お
姿
を
さ
れ
て
い
る
。左
手
の
水
瓶
は
ふ
つ
う
の
観
音
さ
ま
と

変
わ
ら
な
い
が
、右
手
に
錫し

ゃ
く
じ
ょ
う杖

を
持
た
れ
て
い
る
。錫
杖
と
は
、修
験
者
や
遊
行

僧
が
行
脚
に
携
行
す
る
と
き
の
杖
で
、一
般
に
は
地
蔵
菩
薩
の
持じ

物ぶ
つ

で
あ
る
。

菩
薩
と
は
、本
当
は
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
段
階
に
達
し
て
お
ら
れ
な
が
ら
、

あ
え
て
衆
生
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
存
在
を

意
味
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
お
経
な
ど
に
よ
っ
て
、地
蔵
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
・
普
賢

菩
薩
な
ど
多
く
の
菩
薩
が
あ
る
。

そ
の
菩
薩
の
中
で
、い
わ
ゆ
る『
観
音
経
』な
ど
で
広
く
信
仰
と
お
祈
り
を
集
め

て
い
る
の
が
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』で
は
知
恵
の
象
徴
と
な
っ
て
い

る
。重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、こ
の
世
で
の
願
い
を
お
聞
き
く
だ
さ
る「
現
世

利
益
」の
仏
さ
ま
と
い
う
こ
と
だ
。

や
や
乱
暴
に
括
る
と
、観
音
さ
ま
は
衆
生
の
救
済
の
た
め
─
だ
け
─
に
存
在
し
、

そ
の
救
済
の
ス
タ
イ
ル
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、衆
生
各
々
の
性
格
や
能

力（「
機
根
」）に
応
じ
て
、そ
の
方
法
や
か
た
ち
も
千
変
万
化
に
多
様
で
あ
る
。『
観

音
経
』に
よ
れ
ば
、観
世
音
菩
薩
は
あ
ま
ね
く
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、33
の
姿

に
変
身
さ
れ
る
。あ
る
い
は
真
言
の
教
え
で
は
、生
命
は
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
修
羅

道
な
ど
６
種
類
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る「
六ろ

く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

」の
思
想
に
基
づ
き
、聖
観

音
・
十
一
面
観
音
・
千
手
観
音
な
ど
の
六
観
音
が
、六
道
の
う
ち
各
々
の
持
ち
場
の

世
界
─
例
え
ば
十
一
面
観
音
は
修
羅
道
─
に
迷
う
衆
生
を
救
う
と
さ
れ
る
。
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〈
絶
賛
さ
れ
る
初
瀬（
長
谷
寺
）の
光
景
〉

　
明
治
11
年（
１
８
７
８
）年
、「
美
し
き
長
谷
寺
！�

11
月
の
雨
に
け
む
る
筆
舌
を

絶
す
る
美
し
さ
を
、私
は
決
し
て
忘
れ
な
い
」と
感
動
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
、し

か
し
こ
の
美
し
き「
長
谷
寺
は
、月
並
み
な
散
文
で
は
表
現
で
き
な
い
」と
嘆
息
し

た
の
は
、
英
国
人
女
性
旅
行
家
の
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
で
あ
る
。
京
都
か
ら
奈
良
、

三
輪
を
経
て
伊
勢
神
宮
に
向
か
う
途
上
、「
思
い
が
け
な
く
、外
国
人
が
訪
れ
る
こ
と

の
な
い
」と
こ
ろ（
初
瀬
）で
遭
遇
し
た
、「
自
然
の
女
神
が
、力
の
限
り
を
尽
く
し
て
、

遙
か
彼
方
の
島
の
美
を
、
こ
の
神
々
し
い
谷
に
再
現
さ
れ
た
」
か
の
よ
う
な
光
景

に
、
圧
倒
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
立
ち
去
る
バ
ー
ド
は
、

「
こ
の
と
き
、
日
本
に
来
て
初
め
て
、
名
残
惜
し
さ
を
感
じ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
年
の
約
７
か
月
に
わ
た
る
彼
女
の
日
本
旅
行
は
、１
８
８
０
年『U

nbeaten�
Tracks�in�Japan

』（
日
本
内
地
旅
行
記
）
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た

が
、
彼
女
は
こ
の
本
の
全
編
を
通
し
た
最
大
・
最
高
の
賛
辞
を
、
初
瀬（
長
谷
寺
）

に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

　
奈
良
奉
行
・
川か

わ
路じ

聖と
し
あ
き
ら謨

は
、
嘉
永
元
年
（
１
８
４
８
）
３
月
12
日
、
１
０
０
人

余
の
供
を
引
き
連
れ
「
吉
野
巡
見
」
に
出
立
し
た
。
そ
の
翌
日
早
々
に
訪
れ
た
の

が「
初
瀬
て
ら
」で
あ
っ
た
。川
路
は「
こ
も
り
く〔
…
〕と
て
山
を
以
包
み
た
る
か

こ
と
き
と
こ
ろ〔
に
、さ
ら
に
〕観
音
を
安
置
し
て
堂
塔
多
く
建
つ
ら
ね
た
れ
は
勝

区
絶
景
い
う
へ
く
も
あ
ら
す
」で
、こ
れ
ま
で
自
分
が
見
て
き
た
中
で「
第
一
の
勝

地
の
寺
也
」
と
舌
を
巻
き
、
細
密
な
山
水
画
に
日
本
の
桜
を
描
い
た
よ
う
だ
と
絶

賛
し
た
。ま
さ
に
鬼
に
金
棒
と
は
こ
の
こ
と
だ
と
褒
め
称
え
、一
塵
も
な
く
掃
き
清

め
ら
れ
た
境
内
に
桜
や
桃
の
花
び
ら
が
散
る
さ
ま
を
、「
仏
の
み
ち
に
て
い
ふ
な

ら
は
天
よ
り
は
な
の
ふ［
る
］」よ
う
で
、「
儒
者
風
な
ら
は
仙
境
と
も
い
ふ
」べ
き

と
、絶
妙
に
表
現
し
て
み
せ
た
。川
路
は
ま
た
、長
谷
寺
の
数
々
の
宝
物
に
も
目
を

奪
わ
れ
る
が
、と
り
わ
け
絡か

ら
繰く

り
仕
掛
け
の「
鼠
燈
台（
鼠
の
短た

ん

檠け
い

）」に
は
強
い
関

心
を
示
し
、鼠
が
油（
こ
の
と
き
は
水
）を
吐
く
様
子
に
見
入
っ
て
い
る
。こ
の
川
路

が
感
動
し
た
「
鼠
燈
台
」
は
、
あ
の
─
美
貌
の
願
い
が
叶
っ
た
お
礼
に
牡
丹
を
寄

進
し
た
─
馬
頭
夫
人
の
献
納
品
で
、唐
の
皇
帝
・
僖
宗
の
作
と
さ
れ
る
も
の
だ
。寺

僧
か
ら
、水
野
越
前
守（
忠
邦
）が
京
都
で
模
作
さ
せ
よ
う
と
し
た
が「
出
来
さ
り
し
」

と
聞
き
、「
い
か
に
や
あ
り
け
む
」と
得
心
し
て
い
る
。

　
９
世
紀
の
唐
の
后
妃
、
平
安
時
代
の
女
流
作
家
を
始
め
と
す
る
こ
の
国
の
貴
族

た
ち
、中
世
以
降
の
武
士
や
大
衆
、幕
末
の
奈
良
奉
行
、近
代
初
期
の
英
国
人
女
性

旅
行
家
、
そ
し
て
今
日
も
霊
験
を
求
め
て
参
詣
す
る
内
外
の
人
々
…
…
。
長
谷
の

観
音
さ
ま
は
、時
間
や
空
間
を
超
え
、性
別
、年
齢
、言
葉
や
信
仰
の
違
い
も
越
え

て
、全
て
の
衆
生（
人
々
）の
祈
り
の
セ
ン
タ
ー
で
在
り
続
け
て
い
る
。何
に
惹
か

れ
て
、人
は
長
谷（
初
瀬
）に
向
か
う
の
か
。誰
も
気
付
く
こ
と
な
い
、「
一
歩
踏
み

出
さ
れ
た
右
足
」
で
は
な
い
か
。
い
か
な
る
衆
生
の
、
い
か
な
る
儚
き
声
で
あ
れ
、

逃
す
こ
と
な
く
直
ち
に
駆
け
つ
け
、こ
と
ご
と
く
、こ
れ
を
救
っ
て
み
せ
る
。悟
り

を
得
て
仏
と
な
り
得
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、成
仏
を
否
定
し
て
、自
ら
衆
生
救
済
を

唯
一
至
上
の
使
命
と
任
じ
た
菩
薩
。そ
の
利
他
そ
の
も
の
の
菩
薩
と
い
う
存
在
の

極
ま
り
が
、
錫
杖
を
手
に
、
磐
石
か
ら
す
で
に
足
を
浮
か
せ
て
い
る
、
長
谷
寺
の

十
一
面
観
世
音
菩
薩
な
の
で
あ
る
。

　
長
谷
の
観
音
様
に
限
ら
ず
、観
音
像
は
、概
ね
ど
ち
ら
か
の
足
が
前
に
出
て
い
る

と
い
う
。な
ぜ
、そ
う
い
う
像
形
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、は
っ
き
り
し
な
い
よ

う
だ
が
、お
そ
ら
く
は
救
済
に
動
き
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
様
子
を
か
た
ち
に
し
た

の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
観
音
さ
ま
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
音
（
声
）
を

　
一
方
、
地
蔵
菩
薩
は
現
世（
人
間
界
）に
あ
っ
て
、苦
悩
す
る
衆
生
を
自
ら
行
脚

し
て
救
済
す
る
。錫
杖
は
そ
の
行
脚
の
た
め
の
持
物
な
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
長
谷
寺
の
観
音
さ
ま
は
、観
音
の
徳
に
加
え
て
、自
ら
人
間
界
に
出
向
い

て
苦
悩
す
る
衆
生
を
救
う
と
い
う
、地
蔵
の
徳
を
も
併
せ
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

あ
る
い
は
現
世
利
益
の
範
疇
を
、衆
生
の
苦
し
み
や
悩
み
を
取
り
除
く
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
、う
ん
と
広
げ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
で
は
、「
観
音
」の
意
味
は
、現
世
利
益
を
願
う
衆
生
の
声
を
お
聞
き
届
け
に
な
る

こ
と
、声
は「
音
」だ
か
ら「
観
音
さ
ま
」の
観
音
と
は
、「
音（
声
）を
聞
く
」と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。い
や
ど
う
し
て
、そ
ん
な
皮
相
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
、声
だ
か
ら「
聞
く
」と
し
て
も
、
強あ

な
が

ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

「
聞
」や「
聴
」で
な
く「
観
」で
あ
る
。「
音
を
観
察
さ
れ
る
」と
理
解
し
た
方
が
良

い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
聞
き
届
け
る
だ
け
で
な
く
、そ
の
奥
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
に
な
る
、衆
生

の
い
か
な
る「
声
」に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
、観
音
と
は
そ
う
い
う

意
味
に
捉
え
る
べ
き
だ
。

　
そ
し
て
、
こ
の
長
谷
寺
の
観
音
菩
薩
は
十
一
面
観
音
で
、
３
６
０
度
全
方
向
に

視
野
が
開
か
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
声
」
も
観
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、一
般
に
観
音
さ
ま
は
蓮
弁
の
台
座
に
お
ら
れ
る
が
、長
谷
の
十
一
面
観

音
は
、山
の
頂
上
の
磐ば

ん
じ
ゃ
く石

の
上
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。現
世
の
衆
生
の「
声
」
が

あ
れ
ば
、す
ぐ
さ
ま
救
済
で
き
る
準
備
が
整
っ
て
い
る
。

　
い
や
、準
備
ど
こ
ろ
か
、既
に
救
済
は
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。こ
の
こ
と
は
、月

に
夢
中
の
井
泉
水
は
も
と
よ
り
、
十
一
面
観
音
に
ぞ
っ
こ
ん
の
白
洲
正
子
も

見
逃
し
て
し
ま
い
、写
生
に
長
け
た
虚
子
の
目
か
ら
も
す
り
抜
け
た
。

　
長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
、造
立
か
ら

５
０
０
年
近
く
経
つ
今
も
、な
お
金
色
に
輝
い
て

い
る
。た
だ
磐
石
に
あ
る
足
を
除
い
て
。巨
大
な

観
音
さ
ま
に
唯
一
触
れ
得
る
と
こ
ろ
が
足
。足
に

手
を
置
い
て
、数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
た
く
さ
ん

の
人
々
が
、観
音
さ
ま
に
願
い
を
込
め
て
き
た
。

一
人
ひ
と
り
の
微
か
な
ワ
ン
タ
ッ
チ
の
積
み
重

な
り
が
、
観
音
さ
ま
の
御
足
を
黒
く
変
え
た
の

で
あ
る
。し
か
し
、祈
り
に
没
入
す
る
人
た
ち
も
、

触
れ
る
ほ
ど
間
近
に
い
な
が
ら
気
付
い
て
い
な
い
、

観
音
さ
ま
の
右
の
足
。そ
の
足
は
、

す
で
に
一
歩
、踏
み
出
し
て
い
る
。
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〈
絶
賛
さ
れ
る
初
瀬（
長
谷
寺
）の
光
景
〉

　
明
治
11
年（
１
８
７
８
）年
、「
美
し
き
長
谷
寺
！�

11
月
の
雨
に
け
む
る
筆
舌
を

絶
す
る
美
し
さ
を
、私
は
決
し
て
忘
れ
な
い
」と
感
動
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
、し

か
し
こ
の
美
し
き「
長
谷
寺
は
、月
並
み
な
散
文
で
は
表
現
で
き
な
い
」と
嘆
息
し

た
の
は
、
英
国
人
女
性
旅
行
家
の
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
で
あ
る
。
京
都
か
ら
奈
良
、

三
輪
を
経
て
伊
勢
神
宮
に
向
か
う
途
上
、「
思
い
が
け
な
く
、外
国
人
が
訪
れ
る
こ
と

の
な
い
」と
こ
ろ（
初
瀬
）で
遭
遇
し
た
、「
自
然
の
女
神
が
、力
の
限
り
を
尽
く
し
て
、

遙
か
彼
方
の
島
の
美
を
、
こ
の
神
々
し
い
谷
に
再
現
さ
れ
た
」
か
の
よ
う
な
光
景

に
、
圧
倒
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
立
ち
去
る
バ
ー
ド
は
、

「
こ
の
と
き
、
日
本
に
来
て
初
め
て
、
名
残
惜
し
さ
を
感
じ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
年
の
約
７
か
月
に
わ
た
る
彼
女
の
日
本
旅
行
は
、１
８
８
０
年『U

nbeaten�
Tracks�in�Japan

』（
日
本
内
地
旅
行
記
）
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た

が
、
彼
女
は
こ
の
本
の
全
編
を
通
し
た
最
大
・
最
高
の
賛
辞
を
、
初
瀬（
長
谷
寺
）

に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

　
奈
良
奉
行
・
川か

わ
路じ

聖と
し
あ
き
ら謨

は
、
嘉
永
元
年
（
１
８
４
８
）
３
月
12
日
、
１
０
０
人

余
の
供
を
引
き
連
れ
「
吉
野
巡
見
」
に
出
立
し
た
。
そ
の
翌
日
早
々
に
訪
れ
た
の

が「
初
瀬
て
ら
」で
あ
っ
た
。川
路
は「
こ
も
り
く〔
…
〕と
て
山
を
以
包
み
た
る
か

こ
と
き
と
こ
ろ〔
に
、さ
ら
に
〕観
音
を
安
置
し
て
堂
塔
多
く
建
つ
ら
ね
た
れ
は
勝

区
絶
景
い
う
へ
く
も
あ
ら
す
」で
、こ
れ
ま
で
自
分
が
見
て
き
た
中
で「
第
一
の
勝

地
の
寺
也
」
と
舌
を
巻
き
、
細
密
な
山
水
画
に
日
本
の
桜
を
描
い
た
よ
う
だ
と
絶

賛
し
た
。ま
さ
に
鬼
に
金
棒
と
は
こ
の
こ
と
だ
と
褒
め
称
え
、一
塵
も
な
く
掃
き
清

め
ら
れ
た
境
内
に
桜
や
桃
の
花
び
ら
が
散
る
さ
ま
を
、「
仏
の
み
ち
に
て
い
ふ
な

ら
は
天
よ
り
は
な
の
ふ［
る
］」よ
う
で
、「
儒
者
風
な
ら
は
仙
境
と
も
い
ふ
」べ
き

と
、絶
妙
に
表
現
し
て
み
せ
た
。川
路
は
ま
た
、長
谷
寺
の
数
々
の
宝
物
に
も
目
を

奪
わ
れ
る
が
、と
り
わ
け
絡か

ら
繰く

り
仕
掛
け
の「
鼠
燈
台（
鼠
の
短た

ん

檠け
い

）」に
は
強
い
関

心
を
示
し
、鼠
が
油（
こ
の
と
き
は
水
）を
吐
く
様
子
に
見
入
っ
て
い
る
。こ
の
川
路

が
感
動
し
た
「
鼠
燈
台
」
は
、
あ
の
─
美
貌
の
願
い
が
叶
っ
た
お
礼
に
牡
丹
を
寄

進
し
た
─
馬
頭
夫
人
の
献
納
品
で
、唐
の
皇
帝
・
僖
宗
の
作
と
さ
れ
る
も
の
だ
。寺

僧
か
ら
、水
野
越
前
守（
忠
邦
）が
京
都
で
模
作
さ
せ
よ
う
と
し
た
が「
出
来
さ
り
し
」

と
聞
き
、「
い
か
に
や
あ
り
け
む
」と
得
心
し
て
い
る
。

　
９
世
紀
の
唐
の
后
妃
、
平
安
時
代
の
女
流
作
家
を
始
め
と
す
る
こ
の
国
の
貴
族

た
ち
、中
世
以
降
の
武
士
や
大
衆
、幕
末
の
奈
良
奉
行
、近
代
初
期
の
英
国
人
女
性

旅
行
家
、
そ
し
て
今
日
も
霊
験
を
求
め
て
参
詣
す
る
内
外
の
人
々
…
…
。
長
谷
の

観
音
さ
ま
は
、時
間
や
空
間
を
超
え
、性
別
、年
齢
、言
葉
や
信
仰
の
違
い
も
越
え

て
、全
て
の
衆
生（
人
々
）の
祈
り
の
セ
ン
タ
ー
で
在
り
続
け
て
い
る
。何
に
惹
か

れ
て
、人
は
長
谷（
初
瀬
）に
向
か
う
の
か
。誰
も
気
付
く
こ
と
な
い
、「
一
歩
踏
み

出
さ
れ
た
右
足
」
で
は
な
い
か
。
い
か
な
る
衆
生
の
、
い
か
な
る
儚
き
声
で
あ
れ
、

逃
す
こ
と
な
く
直
ち
に
駆
け
つ
け
、こ
と
ご
と
く
、こ
れ
を
救
っ
て
み
せ
る
。悟
り

を
得
て
仏
と
な
り
得
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、成
仏
を
否
定
し
て
、自
ら
衆
生
救
済
を

唯
一
至
上
の
使
命
と
任
じ
た
菩
薩
。そ
の
利
他
そ
の
も
の
の
菩
薩
と
い
う
存
在
の

極
ま
り
が
、
錫
杖
を
手
に
、
磐
石
か
ら
す
で
に
足
を
浮
か
せ
て
い
る
、
長
谷
寺
の

十
一
面
観
世
音
菩
薩
な
の
で
あ
る
。

　
長
谷
の
観
音
様
に
限
ら
ず
、観
音
像
は
、概
ね
ど
ち
ら
か
の
足
が
前
に
出
て
い
る

と
い
う
。な
ぜ
、そ
う
い
う
像
形
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、は
っ
き
り
し
な
い
よ

う
だ
が
、お
そ
ら
く
は
救
済
に
動
き
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
様
子
を
か
た
ち
に
し
た

の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
観
音
さ
ま
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
音
（
声
）
を

　
一
方
、
地
蔵
菩
薩
は
現
世（
人
間
界
）に
あ
っ
て
、苦
悩
す
る
衆
生
を
自
ら
行
脚

し
て
救
済
す
る
。錫
杖
は
そ
の
行
脚
の
た
め
の
持
物
な
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
長
谷
寺
の
観
音
さ
ま
は
、観
音
の
徳
に
加
え
て
、自
ら
人
間
界
に
出
向
い

て
苦
悩
す
る
衆
生
を
救
う
と
い
う
、地
蔵
の
徳
を
も
併
せ
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

あ
る
い
は
現
世
利
益
の
範
疇
を
、衆
生
の
苦
し
み
や
悩
み
を
取
り
除
く
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
、う
ん
と
広
げ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
で
は
、「
観
音
」の
意
味
は
、現
世
利
益
を
願
う
衆
生
の
声
を
お
聞
き
届
け
に
な
る

こ
と
、声
は「
音
」だ
か
ら「
観
音
さ
ま
」の
観
音
と
は
、「
音（
声
）を
聞
く
」と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。い
や
ど
う
し
て
、そ
ん
な
皮
相
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
、声
だ
か
ら「
聞
く
」と
し
て
も
、
強あ

な
が

ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

「
聞
」や「
聴
」で
な
く「
観
」で
あ
る
。「
音
を
観
察
さ
れ
る
」と
理
解
し
た
方
が
良

い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
聞
き
届
け
る
だ
け
で
な
く
、そ
の
奥
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
に
な
る
、衆
生

の
い
か
な
る「
声
」に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
、観
音
と
は
そ
う
い
う

意
味
に
捉
え
る
べ
き
だ
。

　
そ
し
て
、
こ
の
長
谷
寺
の
観
音
菩
薩
は
十
一
面
観
音
で
、
３
６
０
度
全
方
向
に

視
野
が
開
か
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
声
」
も
観
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、一
般
に
観
音
さ
ま
は
蓮
弁
の
台
座
に
お
ら
れ
る
が
、長
谷
の
十
一
面
観

音
は
、山
の
頂
上
の
磐ば

ん
じ
ゃ
く石

の
上
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。現
世
の
衆
生
の「
声
」
が

あ
れ
ば
、す
ぐ
さ
ま
救
済
で
き
る
準
備
が
整
っ
て
い
る
。

　
い
や
、準
備
ど
こ
ろ
か
、既
に
救
済
は
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。こ
の
こ
と
は
、月

に
夢
中
の
井
泉
水
は
も
と
よ
り
、
十
一
面
観
音
に
ぞ
っ
こ
ん
の
白
洲
正
子
も

見
逃
し
て
し
ま
い
、写
生
に
長
け
た
虚
子
の
目
か
ら
も
す
り
抜
け
た
。

　
長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
、造
立
か
ら

５
０
０
年
近
く
経
つ
今
も
、な
お
金
色
に
輝
い
て

い
る
。た
だ
磐
石
に
あ
る
足
を
除
い
て
。巨
大
な

観
音
さ
ま
に
唯
一
触
れ
得
る
と
こ
ろ
が
足
。足
に

手
を
置
い
て
、数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
た
く
さ
ん

の
人
々
が
、観
音
さ
ま
に
願
い
を
込
め
て
き
た
。

一
人
ひ
と
り
の
微
か
な
ワ
ン
タ
ッ
チ
の
積
み
重

な
り
が
、
観
音
さ
ま
の
御
足
を
黒
く
変
え
た
の

で
あ
る
。し
か
し
、祈
り
に
没
入
す
る
人
た
ち
も
、

触
れ
る
ほ
ど
間
近
に
い
な
が
ら
気
付
い
て
い
な
い
、

観
音
さ
ま
の
右
の
足
。そ
の
足
は
、

す
で
に
一
歩
、踏
み
出
し
て
い
る
。
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仏
名
会
に
限
ら
ず
、法
会
・
法
要
は
、す
べ
て「
悔
過
」と
考
え
て
い
た
だ
い
て

良
い
と
思
い
ま
す
。

　
悔
過
と
は「
過
ち
を
悔
い
る
」と
い
う
こ
と
で
す
が
、世
間
の
ル
ー
ル
や
倫

理
に
悖も

と

る
行
為
を
反
省
す
る
と
い
う
よ
り
、
私
ど
も
は
も
っ
と
も
っ
と
広
い

意
味
で
捉
え
て
い
ま
す
。普
通
に
歩
い
て
い
て
も
、何
か
の
命
を
足
で
踏
み
つ

け
て
し
ま
う
も
の
で
す
し
、食
事
と
は
他
の
命
を
自
分
の
体
内
に
取
り
込
ん
で

し
ま
う
こ
と
。し
た
く
て
、し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、そ
う
し
な
い

で
は
生
活
で
き
な
い
。自
分
が
生
き
て
い
く
た
め
に
、何
か
が
犠
牲
に
な
っ
て

い
る
。「
悔
過
」と
は
、そ
の
こ
と
を
常
に
意
識
し
、
弁わ

き
ま

え
て
お
く
こ
と
か
ら

始
ま
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
「
感
謝
」
と
い
う
こ
と
。
そ

の
気
持
ち
を
行
為
で
表
す
と「
修
行
」と
な
る
。少
な
く
と
も
、私
ど
も
は
そ

う
考
え
て
、お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
僧
侶
の
場
合
、
日
常
の
い
つ
も
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
悔

過
と
修
行
の
生
活
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
法
会
は
、
あ
る
特
別
な
日
・
特
別

な
名
称
で
外
に
出
て
行
き
ま
す
か
ら
、「
特
別
」に
見
え
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
。わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、１
年
３
６
５
日
、毎
日
毎
夜「
普
通
」に
読
経
し
、

普
通
に
勤
行
し
て
い
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

　
長
谷
寺
は
、
普
通
の
祈
り
の
姿
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
美
し
か
っ
た
の
だ
。

仏
名
会
の
写
真
は
、
た
だ
日
常
の
「
ス
ナ
ッ
プ
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

思
わ
ず
、
と
て
も
失
礼
な
質
問
が
口
を
突
い
た
。
何
の
た
め
に
、
こ
の
山
奥
で
、

こ
れ
が
「
普
通
」
と
い
え
る
厳
し
い
修
行
の
日
々
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

　
生
き
る
こ
と
に
苦
し
む
人
は
、大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
仏
さ
ま
は
身

近
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
ご
本
尊
の
観
音
さ
ま
を
通
し

て
伝
え
た
い
。
そ
の
力
を
お
授
け
い
た
だ
け
る
よ
う
、
日
夜
お
勤
め
し
て
お

り
ま
す
。

　
長
谷
の
観
音
さ
ま
の
御
右
足
を
空
に
浮
か
せ
、「
覚
悟
」の
一
歩
に
踏
み
切
ら
せ

た
の
は
、ひ
た
す
ら
本
尊
に
向
け
ら
れ
る
、創
建
以
来
の
一
途
な
僧
侶
た
ち
の
祈
り

で
あ
る
。
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「
お
聞
き
届
け
」に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
─
と
り
わ
け
、長
谷
の
観
音
さ

ま
に
限
っ
て
は
、
蓮
弁
で
は
な
く
「
磐
石
」、
す
な
わ
ち
こ
の
現
世
の
岩
の
上
の

立
っ
て
お
ら
れ
る
。聖
な
る
お
堂
の
空
間
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。

す
で
に
、私
た
ち
衆
生
の
側
に
来
て
お
ら
れ
る
。十
一
面
だ
か
ら
全
方
位
、前
後
左

右
に
一
歩
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。我
々
が
ど
こ
に
い
て
も
、遍
く
、そ
こ
に
お
ら
れ

る
は
ず
だ
。な
ん
と
し
て
で
も
、こ
の
世
の
衆
生
の
全
て
を
救
う
、現
世
利
益
の
観

音
さ
ま
の
、
現
世
に
踏
み
出
さ
れ
た
、
そ
の「
覚
悟
」
の
一
歩
に
触
れ
る
た
め
に
、

我
々
は
長
谷
寺
に
詣
で
る
の
で
あ
る
。

〈
長
谷
寺
の
祈
り
〉

　
長
谷
寺
に
は
、
観
音
さ
ま
の
音
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の「
音（
声
）」
が
あ
る
。

「
声し

ょ
う

明み
ょ
う

」で
あ
る
。古
代
イ
ン
ド
で
は
、５
学
問
区
分（「
五
明
」）で
の
文
法
学
・

音
韻
学
だ
っ
た
が
、
中
国
に
伝
わ
っ
て
書
体
研
究
を
含
む
悉し

っ
曇た

ん
学
と
な
っ
た
。

仏
教
と
と
も
に
伝
来
す
る
と
、
日
本
独
自
の
発
達
を
遂
げ
、
や
が
て
宗
派
ご
と
に

固
有
の
様
式
を
持
つ
声
楽
に
変
容
し
、仏
教
儀
式（
法
会
）で
僧
侶
が
経
文
に
節
を

つ
け
て
唱
え
る
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
く
に
長
谷
寺
の「
豊
山
声
明
」は
、空
海
が
伝
え
た
真
言
声
明
に
忠
実
で
、力

強
く
減
り
張
り
の
あ
る
華
麗
さ
か
ら「
声
の
芸
術
」と
も
評
さ
れ
て
い
る
。長
谷
寺

で
は
、修
正
会
・
仏
名
会
・
仁
王
会
・
修
二
会
・
常
楽
会
・
御
影
会
・
伝
法
大
会（
論

義
）・
伝
法
灌
頂
な
ど
、数
多
く
の
年
中
行
事
が
執
り
行
わ
れ
る
が
、常
に
こ
れ
ら
の

法
会
で
声
明
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
、こ
の
日
長
谷
寺
に
お
邪
魔
し
た
の
も
、仏
名
会
で
の「
声
明
」の

写
真
に
魅
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。こ
の
素
晴
ら
し
い
特
別
な
祈
り
の
姿
の
背
後
に

何
が
控
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
特
別
な
も
の
に
は
、
何
か
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
思

え
た
。勢
い
込
む
当
方
の
問
い
に
、教
務
執
事
の
伊
東
聖
隆
さ
ん
は
、

　
は
は
あ
。な
る
ほ
ど
、た
し
か

に
法
会
や
法
要
と
い
っ
た
も
の

は
、「
外
に
出
る
」も
の
で
す
か
ら
、

目
立
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う

ね
…
…
。

　
と
当
惑
さ
れ
た
。

　
お
話
の
仏
名
会
と
い
う
の
は
、

１
月
８
日
か
ら
10
日
ま
で
の

３
日
間
、
仏
さ
ま
の
お
名
前
を

お
一
方
ず
つ
お
読
み
す
る
法
会

で
す
。過
去
仏・現
在
仏・未
来
仏

が
各
千
仏
と
言
い
ま
す
か
ら
、合

わ
せ
て
３
０
０
０
の
仏
さ
ま
の

お
名
前
を
読
み
上
げ
る
。長
谷
寺

で
は
、全
て
の
読
み
上
げ
に
２
年

を
か
け
ま
す
の
で
、毎
日
５
０
０

仏
の
お
名
を
読
ん
で
お
勤
め
を

し
ま
す
。

　
こ
の
仏
名
会
も
、修
二
会
と
同

じ
く「
悔
過
」の
法
要
で
す
。い
や
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仏
名
会
に
限
ら
ず
、法
会
・
法
要
は
、す
べ
て「
悔
過
」と
考
え
て
い
た
だ
い
て

良
い
と
思
い
ま
す
。

　
悔
過
と
は「
過
ち
を
悔
い
る
」と
い
う
こ
と
で
す
が
、世
間
の
ル
ー
ル
や
倫

理
に
悖も

と

る
行
為
を
反
省
す
る
と
い
う
よ
り
、
私
ど
も
は
も
っ
と
も
っ
と
広
い

意
味
で
捉
え
て
い
ま
す
。普
通
に
歩
い
て
い
て
も
、何
か
の
命
を
足
で
踏
み
つ

け
て
し
ま
う
も
の
で
す
し
、食
事
と
は
他
の
命
を
自
分
の
体
内
に
取
り
込
ん
で

し
ま
う
こ
と
。し
た
く
て
、し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、そ
う
し
な
い

で
は
生
活
で
き
な
い
。自
分
が
生
き
て
い
く
た
め
に
、何
か
が
犠
牲
に
な
っ
て

い
る
。「
悔
過
」と
は
、そ
の
こ
と
を
常
に
意
識
し
、
弁わ

き
ま

え
て
お
く
こ
と
か
ら

始
ま
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
「
感
謝
」
と
い
う
こ
と
。
そ

の
気
持
ち
を
行
為
で
表
す
と「
修
行
」と
な
る
。少
な
く
と
も
、私
ど
も
は
そ

う
考
え
て
、お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
僧
侶
の
場
合
、
日
常
の
い
つ
も
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
悔

過
と
修
行
の
生
活
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
法
会
は
、
あ
る
特
別
な
日
・
特
別

な
名
称
で
外
に
出
て
行
き
ま
す
か
ら
、「
特
別
」に
見
え
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
。わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、１
年
３
６
５
日
、毎
日
毎
夜「
普
通
」に
読
経
し
、

普
通
に
勤
行
し
て
い
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

　
長
谷
寺
は
、
普
通
の
祈
り
の
姿
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
美
し
か
っ
た
の
だ
。

仏
名
会
の
写
真
は
、
た
だ
日
常
の
「
ス
ナ
ッ
プ
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

思
わ
ず
、
と
て
も
失
礼
な
質
問
が
口
を
突
い
た
。
何
の
た
め
に
、
こ
の
山
奥
で
、

こ
れ
が
「
普
通
」
と
い
え
る
厳
し
い
修
行
の
日
々
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

　
生
き
る
こ
と
に
苦
し
む
人
は
、大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
仏
さ
ま
は
身

近
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
ご
本
尊
の
観
音
さ
ま
を
通
し

て
伝
え
た
い
。
そ
の
力
を
お
授
け
い
た
だ
け
る
よ
う
、
日
夜
お
勤
め
し
て
お

り
ま
す
。

　
長
谷
の
観
音
さ
ま
の
御
右
足
を
空
に
浮
か
せ
、「
覚
悟
」の
一
歩
に
踏
み
切
ら
せ

た
の
は
、ひ
た
す
ら
本
尊
に
向
け
ら
れ
る
、創
建
以
来
の
一
途
な
僧
侶
た
ち
の
祈
り

で
あ
る
。
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「
お
聞
き
届
け
」に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
─
と
り
わ
け
、長
谷
の
観
音
さ

ま
に
限
っ
て
は
、
蓮
弁
で
は
な
く
「
磐
石
」、
す
な
わ
ち
こ
の
現
世
の
岩
の
上
の

立
っ
て
お
ら
れ
る
。聖
な
る
お
堂
の
空
間
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。

す
で
に
、私
た
ち
衆
生
の
側
に
来
て
お
ら
れ
る
。十
一
面
だ
か
ら
全
方
位
、前
後
左

右
に
一
歩
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。我
々
が
ど
こ
に
い
て
も
、遍
く
、そ
こ
に
お
ら
れ

る
は
ず
だ
。な
ん
と
し
て
で
も
、こ
の
世
の
衆
生
の
全
て
を
救
う
、現
世
利
益
の
観

音
さ
ま
の
、
現
世
に
踏
み
出
さ
れ
た
、
そ
の「
覚
悟
」
の
一
歩
に
触
れ
る
た
め
に
、

我
々
は
長
谷
寺
に
詣
で
る
の
で
あ
る
。

〈
長
谷
寺
の
祈
り
〉

　
長
谷
寺
に
は
、
観
音
さ
ま
の
音
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の「
音（
声
）」
が
あ
る
。

「
声し

ょ
う

明み
ょ
う

」で
あ
る
。古
代
イ
ン
ド
で
は
、５
学
問
区
分（「
五
明
」）で
の
文
法
学
・

音
韻
学
だ
っ
た
が
、
中
国
に
伝
わ
っ
て
書
体
研
究
を
含
む
悉し

っ
曇た

ん
学
と
な
っ
た
。

仏
教
と
と
も
に
伝
来
す
る
と
、
日
本
独
自
の
発
達
を
遂
げ
、
や
が
て
宗
派
ご
と
に

固
有
の
様
式
を
持
つ
声
楽
に
変
容
し
、仏
教
儀
式（
法
会
）で
僧
侶
が
経
文
に
節
を

つ
け
て
唱
え
る
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
く
に
長
谷
寺
の「
豊
山
声
明
」は
、空
海
が
伝
え
た
真
言
声
明
に
忠
実
で
、力

強
く
減
り
張
り
の
あ
る
華
麗
さ
か
ら「
声
の
芸
術
」と
も
評
さ
れ
て
い
る
。長
谷
寺

で
は
、修
正
会
・
仏
名
会
・
仁
王
会
・
修
二
会
・
常
楽
会
・
御
影
会
・
伝
法
大
会（
論

義
）・
伝
法
灌
頂
な
ど
、数
多
く
の
年
中
行
事
が
執
り
行
わ
れ
る
が
、常
に
こ
れ
ら
の

法
会
で
声
明
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
、こ
の
日
長
谷
寺
に
お
邪
魔
し
た
の
も
、仏
名
会
で
の「
声
明
」の

写
真
に
魅
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。こ
の
素
晴
ら
し
い
特
別
な
祈
り
の
姿
の
背
後
に

何
が
控
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
特
別
な
も
の
に
は
、
何
か
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
思

え
た
。勢
い
込
む
当
方
の
問
い
に
、教
務
執
事
の
伊
東
聖
隆
さ
ん
は
、

　
は
は
あ
。な
る
ほ
ど
、た
し
か

に
法
会
や
法
要
と
い
っ
た
も
の

は
、「
外
に
出
る
」も
の
で
す
か
ら
、

目
立
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う

ね
…
…
。

　
と
当
惑
さ
れ
た
。

　
お
話
の
仏
名
会
と
い
う
の
は
、

１
月
８
日
か
ら
10
日
ま
で
の

３
日
間
、
仏
さ
ま
の
お
名
前
を

お
一
方
ず
つ
お
読
み
す
る
法
会

で
す
。過
去
仏・現
在
仏・未
来
仏

が
各
千
仏
と
言
い
ま
す
か
ら
、合

わ
せ
て
３
０
０
０
の
仏
さ
ま
の

お
名
前
を
読
み
上
げ
る
。長
谷
寺

で
は
、全
て
の
読
み
上
げ
に
２
年

を
か
け
ま
す
の
で
、毎
日
５
０
０

仏
の
お
名
を
読
ん
で
お
勤
め
を

し
ま
す
。

　
こ
の
仏
名
会
も
、修
二
会
と
同

じ
く「
悔
過
」の
法
要
で
す
。い
や
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◎
長
谷
の
観
音
さ
ま
の
母
性
。 

　

一
般
に
観
音
菩
薩
は
、
女
性
的
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。一
方
、観
音
菩
薩
の
も
と

と
な
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の「
ア
ヴ
ァ
ロ
キ
テ
シ
ュ

ヴ
ァ
ラ
／A

valokiteśvara

」
は
、
男
性
名
詞
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
観
音
の
性
別
な
ど
問
う
て
も
意
味
が

な
い
。
観
音
菩
薩
は
、
救
う
べ
き
衆
生
に
合
わ
せ
て

―
性
別
も
―
自
在
に
変
化
す
る
か
ら
だ
。

　

さ
て
、長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
。
そ
の「
化
身
」

と
し
て
の
性
別
は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
女
性
だ
ろ
う
。

『
長
谷
寺
霊
験
記
』
は
、
天
平
勝
宝
５
年
２
月
19
日
、

長
谷
寺
に
行
幸
さ
れ
た
聖
武
上
皇
の
夢
枕
に
、
観
音

菩
薩
が
立
た
れ
た
と
言
い
、次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　

 

観
音
光
ヲ
十
方
ニ
放
チ
。八
大
龍
王
八
大
童
子

等
ノ
眷
属
ニ
引
卒
シ
テ
。
法
皇
ニ
告
テ
云
ク
。

濁
世
ノ
猛
キ
衆
生
ヲ
和
ル
事
ハ
。
只
女
人
な

り
。
我
レ
此
光
ヲ
和
テ
婦
女
ノ
身
ヲ
現
シ
テ
。

久
シ
ク
末
代
ニ
及
テ
国
家
ヲ
護
シ
。
衆
生
ヲ

利
サ
ン
ト
思
フ
。

　

長
谷
の
観
音
さ
ま
は
、
濁

じ
ょ
く
せ世

（
乱
れ
た
世
の
中
）
の

殺
伐
と
し
た
衆
生
を
救
え
る
の
は
女
性
だ
け
だ
と
、

「
女
身
」
の
か
た
ち
で
出
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い

ま
だ
「
濁
世
」
は
続
い
て
い
る
か
ら
、
今
な
お
長
谷
の

観
音
さ
ま
は
女
性
に
化
身
さ
れ
た
ま
ま
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
女
性
な
ら
「
濁
世
ノ
猛
キ
衆
生
」

を
救
え
る
の
か
。『
長
谷
寺
霊
験
記
』
と
は
別
の
ア
ン

グ
ル
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。

　

本
文
の
冒
頭
で
引
用
し
た
高
浜
虚
子
が
、
自
ら
と

子
規
と
の
間
柄
に
関
わ
っ
て
、
興
味
深
い
こ
と
を
書

い
て
い
る
。
人
の
師
と
な
る
上
で
不
可
欠
の
要
素
は

「
執
着
」
だ
と
言
い
、「
或
一
人
の
寡
婦
は
た
だ
一
人
の

男
の
子
の
放
蕩
を
苦
に
し
乍
ら
も
ど
う
し
て
も
其
を

棄
て
去
る
こ
と
が
出
来
ぬ
」
こ
と
を
例
に
引
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

 
寡
婦
は
陰
に
な
り
日
南
に
な
り
し
て
そ
の
子
を

暖
き
懐
に
抱
き
よ
せ
よ
う
と
し
て
を
る
。
其
結

果
其
の
子
は
夙
く
に
堕
落
し
切
つ
て
し
ま
ふ
筈

の
も
の
が
ま
だ
兎
も
角
其
迄
の
深
淵
に
陥
ら
ず

に
踏
み
止
ま
つ
て
を
る
。
こ
れ
は
母
の
愛
で
あ

る
。
母
の
子
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
。〔
…
〕
曲

が
り
な
り
に
も
尚
ほ
母
一
人
子
一
人
と
し
て
互

に
頼
り
合
つ
て
ゐ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
其
母

の
執
着
―
愛
―
の
力
で
あ
る
。

　

虚
子
は
、
子
規
も
こ
の
寡
婦
と
同
じ
よ
う
に
、

執
着
（
愛
）
を
持
っ
て
い
た
と
続
け
、

　
　

 

た
と
ひ
弟
子
〔
…
〕
の
方
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し

て
も
容
易
に
其
を
逃
し
や
し
な
い
。
母
の
愛
が

子
を
抱
き
し
め
る
や
う
に
其
一
種
の
執
着
力
は

ぢ
つ
と
弟
子
〔
…
〕
を
抱
き
し
め
て
ゐ
て
、
縦
ひ

も
が
き
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
容
易
に
其
を
手
離

し
は
し
な
い
。
さ
う
い
ふ
点
に
於
て
子
規
居
士

は
十
二
分
の
執
着
―
愛
―
を
持
つ
て
い
た
。

　

観
音
菩
薩
は
、
慈
母
観
音
・
悲
母
観
音
と
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
濁
世
ノ
猛
キ
衆
生
」
を
も
、
漏
れ

な
く
お
救
い
下
さ
る
長
谷
の
観
音
さ
ま
は
、あ
る
い
は

「
母
性
」
の
化
身
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

◎
虚
子
の
長
谷
吟
行 

　

戦
後
ほ
ど
な
く「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」創
刊
６
０
０
号
を

記
念
し
て
、虚
子
の『
六
百
句
』（
菁
柿
堂
、
１
９
４
７
）

が
出
版
さ
れ
た
。

　

そ
の
『
六
百
句
』
に
、
昭
和
18
年
の
長
谷
寺
吟
行
の

と
き
の
句
が
載
っ
て
い
る
。
本
文
で
引
用
し
た
碑
の

句
の
他
に
、
２
句
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、

　
　
　

 

御
胸
に
春
の
塵
と
や
申
す
べ
き

　

虚
子
は
ご
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
胸
の
あ

た
り
に
、
な
に
や
ら
「
翳
り
」
の
よ
う
な
も
の
を
見
て

―
本
堂
に
あ
る
は
ず
の
な
い
―
「
塵
」
と
で
も
言
う

べ
き
か
、
と
表
現
し
た
。

明
治
35
年
（
１
９
０
２
）
９
月
19
日
未
明
、
子
規
の

臨
終
に
立
ち
会
っ
た
弟
子
は
虚
子
だ
け
だ
っ
た
。い
や

正
確
に
言
う
と
、
子
規
の
死
亡
時
刻
は
19
日
の
午
前

１
時
、
虚
子
は
直
前
の
０
時
ご
ろ
に
病
床
を
離
れ
て

い
た
。虚
子
が
座
敷
に
移
っ
て
眠
っ
た
か
眠
ら
ぬ
か
の

間
に
、
子
規
は
絶
命
し
て
い
た
。
虚
子
は
と
う
と
う

子
規
の
最
期
を
看
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
わ
ず
か
な

ギ
ャ
ッ
プ
が
、
二
人
の
間
柄
の
微
妙
な
距
離
感
を
象

徴
し
て
い
る
。

　

子
規
の
『
病
床
六
尺
』
の
最
後
の
記
事
が
載
っ
た
の

は
、
９
月
17
日
の
新
聞
だ
っ
た
。
ず
っ
と
前
か
ら
子

規
の
口
述
を
弟
子
た
ち
が
交
代
で
筆
記
し
て
い
た
。

以
下
の
９
月
14
日
の
記
事
は
、
虚
子
の
筆
記
で
あ
る
。

　

足
あ
り
、
仁
王
の
足
の
如
し
。
足
あ
り
、
他
人
の
足

の
如
し
。
足
あ
り
大
磐
石
の
如
し
。〔
…
〕

　

そ
の
前
日
の
13
日
、
ぱ
ん
ぱ
ん
に
水
の
溜
ま
っ
た

子
規
の
足
を
動
か
ぬ
よ
う
に
支
え
た
の
も
虚
子
だ
っ

た
。
仰
臥
し
た
子
規
の
右
足
を
、
左
手
で
微
動
だ
に
さ

せ
ず
支
え
続
け
た
。
手
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、

離
さ
な
か
っ
た
。
手
に
も
首
筋
に
も
顔
に
も
「
根
岸
名

物
」
の
蚊
が
と
ま
っ
た
が
、
打
つ
こ
と
も
払
う
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
手
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
動
く
だ
け
で
、

子
規
の
全
身
に
激
痛
が
走
る
か
ら
だ
。
そ
ん
な
虚
子

に
、
能
楽
の
「
脇
の
修
行
が
出
来
る
よ
。」
と
、
死
相

そ
の
ま
ま
の
子
規
は
減
ら
ず
口
を
叩
い
た
。

　

虚
子
の
長
谷
寺
吟
行
は
、
子
規
が
「
大
磐
石
の
ご
と

し
」
と
自
嘲
し
た
足
を
支
え
て
か
ら
40
年
後
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
は
も
う
、
子
規
へ
の
追
憶
は
薄
れ
て
い
た

だ
ろ
う
か
。
観
音
さ
ま
の
「
磐
石
」
に
浮
か
ぶ
「
右
足
」

を
虚
子
は
、
写
せ
て
い
な
い
。
思
わ
ず
上
に
逸
ら
せ
た

目
に
止
ま
っ
た
の
が
、
胸
元
の
「
翳
り
」
で
は
な
か
っ

た
か
。
子
規
の
直
接
の
死
因
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
だ
が
、

肺
を
冒
し
た
結
核
菌
が
脊
椎
を
蝕
ん
だ
の
で
あ
る
。

虚
子
は
最
初
の
発
病
で
入
院
し
た
子
規
の
介
抱
に
当

た
っ
た
。
子
規
の
発
案
で
、
な
ん
と
か
喀
血
を
止
め
よ

う
と
、
氷
を
直
接
肺
部
に
押
し
当
て
続
け
、「
胸
」
が
ひ

ど
い
凍
傷
を
起
こ
し
た
。若
い
医
者
は
小
細
工
を
嗤
っ

て
、
こ
う
言
い
捨
て
た
。「
出
る
だ
け
出
し
て
置
け
ば

止
ま
る
時
に
止
ま
る
。」
子
規
は
こ
の
言
葉
が
大
い
に

気
に
入
っ
た
ら
し
い
。
内
に
は
結
核
菌
、
外
側
に
は
凍

傷
と
い
う
胸
の「
翳
り
」を
抱
え
な
が
ら
、子
規
は
病
み

衰
え
た
顔
に
、
会
心
の
笑
み
を
洩
ら
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
以
後
、
再
生
の
悦
び
に
満
ち
た
子
規
の
顔
を
、

虚
子
は
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
虚
子
は
致
死
の
病

を
得
た
子
規
の
期
待
と
懇
請
を
、
最
後
ま
で
拒
否
し

続
け
た
。
そ
れ
で
も
「
升
〔
の
ぼ
／
子
規
〕
は
清
〔
き

よ
／
虚
子
〕」
さ
ん
が
一
番
好
き
で
あ
つ
た
」
と
聞
か

さ
れ
て
、
虚
子
は
子
規
追
憶
の
筆
を
止
め
た
。

　

高
浜
虚
子
は
『
子
規
居
士
と
余
』
を
、
次
の
言
葉
で

閉
じ
て
い
る
。

　
　
　

 

余
の
生
涯
は
要
す
る
に
居
士
の
好
意
を
辜こ

負ふ

し
た
生
涯
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

虚
子
が
背
い
た
と
い
う
子
規
の
好
意
と
は
、
母
が

放
蕩
息
子
を
思
う
よ
う
な
、
子
規
の
虚
子
へ
の
執
着

―
愛
―
で
あ
る
。
虚
子
に
と
っ
て
、
胸
の
「
翳
り
」
を

抱
え
た
子
規
の
会
心
の
笑
み
は
、
母
一
人
子
一
人
が

互
に
頼
り
合
え
た
幸
せ
な
時
代
の
、
最
後
の
笑
み
に

写
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
了
）
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◎
長
谷
の
観
音
さ
ま
の
母
性
。 

　

一
般
に
観
音
菩
薩
は
、
女
性
的
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。一
方
、観
音
菩
薩
の
も
と

と
な
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の「
ア
ヴ
ァ
ロ
キ
テ
シ
ュ

ヴ
ァ
ラ
／A

valokiteśvara

」
は
、
男
性
名
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で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
観
音
の
性
別
な
ど
問
う
て
も
意
味
が

な
い
。
観
音
菩
薩
は
、
救
う
べ
き
衆
生
に
合
わ
せ
て

―
性
別
も
―
自
在
に
変
化
す
る
か
ら
だ
。

　

さ
て
、長
谷
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
。
そ
の「
化
身
」

と
し
て
の
性
別
は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
女
性
だ
ろ
う
。

『
長
谷
寺
霊
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記
』
は
、
天
平
勝
宝
５
年
２
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19
日
、
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に
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上
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観
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に
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。
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光
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。
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和
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護
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。

　

長
谷
の
観
音
さ
ま
は
、
濁

じ
ょ
く
せ世

（
乱
れ
た
世
の
中
）
の

殺
伐
と
し
た
衆
生
を
救
え
る
の
は
女
性
だ
け
だ
と
、

「
女
身
」
の
か
た
ち
で
出
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い

ま
だ
「
濁
世
」
は
続
い
て
い
る
か
ら
、
今
な
お
長
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の

観
音
さ
ま
は
女
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に
化
身
さ
れ
た
ま
ま
に
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な
い
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と
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で
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な
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な
ら
「
濁
世
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キ
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生
」

を
救
え
る
の
か
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長
谷
寺
霊
験
記
』
と
は
別
の
ア
ン

グ
ル
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。

　

本
文
の
冒
頭
で
引
用
し
た
高
浜
虚
子
が
、
自
ら
と

子
規
と
の
間
柄
に
関
わ
っ
て
、
興
味
深
い
こ
と
を
書

い
て
い
る
。
人
の
師
と
な
る
上
で
不
可
欠
の
要
素
は

「
執
着
」
だ
と
言
い
、「
或
一
人
の
寡
婦
は
た
だ
一
人
の

男
の
子
の
放
蕩
を
苦
に
し
乍
ら
も
ど
う
し
て
も
其
を

棄
て
去
る
こ
と
が
出
来
ぬ
」
こ
と
を
例
に
引
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

 

寡
婦
は
陰
に
な
り
日
南
に
な
り
し
て
そ
の
子
を

暖
き
懐
に
抱
き
よ
せ
よ
う
と
し
て
を
る
。
其
結

果
其
の
子
は
夙
く
に
堕
落
し
切
つ
て
し
ま
ふ
筈

の
も
の
が
ま
だ
兎
も
角
其
迄
の
深
淵
に
陥
ら
ず

に
踏
み
止
ま
つ
て
を
る
。
こ
れ
は
母
の
愛
で
あ

る
。
母
の
子
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
。〔
…
〕
曲

が
り
な
り
に
も
尚
ほ
母
一
人
子
一
人
と
し
て
互

に
頼
り
合
つ
て
ゐ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
其
母

の
執
着
―
愛
―
の
力
で
あ
る
。

　

虚
子
は
、
子
規
も
こ
の
寡
婦
と
同
じ
よ
う
に
、

執
着
（
愛
）
を
持
っ
て
い
た
と
続
け
、

　
　

 

た
と
ひ
弟
子
〔
…
〕
の
方
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し

て
も
容
易
に
其
を
逃
し
や
し
な
い
。
母
の
愛
が

子
を
抱
き
し
め
る
や
う
に
其
一
種
の
執
着
力
は

ぢ
つ
と
弟
子
〔
…
〕
を
抱
き
し
め
て
ゐ
て
、
縦
ひ

も
が
き
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
容
易
に
其
を
手
離

し
は
し
な
い
。
さ
う
い
ふ
点
に
於
て
子
規
居
士

は
十
二
分
の
執
着
―
愛
―
を
持
つ
て
い
た
。

　

観
音
菩
薩
は
、
慈
母
観
音
・
悲
母
観
音
と
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
濁
世
ノ
猛
キ
衆
生
」
を
も
、
漏
れ

な
く
お
救
い
下
さ
る
長
谷
の
観
音
さ
ま
は
、あ
る
い
は

「
母
性
」
の
化
身
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

◎
虚
子
の
長
谷
吟
行 

　

戦
後
ほ
ど
な
く「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」創
刊
６
０
０
号
を

記
念
し
て
、虚
子
の『
六
百
句
』（
菁
柿
堂
、
１
９
４
７
）

が
出
版
さ
れ
た
。

　

そ
の
『
六
百
句
』
に
、
昭
和
18
年
の
長
谷
寺
吟
行
の

と
き
の
句
が
載
っ
て
い
る
。
本
文
で
引
用
し
た
碑
の

句
の
他
に
、
２
句
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、

　
　
　

 

御
胸
に
春
の
塵
と
や
申
す
べ
き

　

虚
子
は
ご
本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
胸
の
あ

た
り
に
、
な
に
や
ら
「
翳
り
」
の
よ
う
な
も
の
を
見
て

―
本
堂
に
あ
る
は
ず
の
な
い
―
「
塵
」
と
で
も
言
う

べ
き
か
、
と
表
現
し
た
。

明
治
35
年
（
１
９
０
２
）
９
月
19
日
未
明
、
子
規
の

臨
終
に
立
ち
会
っ
た
弟
子
は
虚
子
だ
け
だ
っ
た
。い
や

正
確
に
言
う
と
、
子
規
の
死
亡
時
刻
は
19
日
の
午
前

１
時
、
虚
子
は
直
前
の
０
時
ご
ろ
に
病
床
を
離
れ
て

い
た
。虚
子
が
座
敷
に
移
っ
て
眠
っ
た
か
眠
ら
ぬ
か
の

間
に
、
子
規
は
絶
命
し
て
い
た
。
虚
子
は
と
う
と
う

子
規
の
最
期
を
看
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
わ
ず
か
な

ギ
ャ
ッ
プ
が
、
二
人
の
間
柄
の
微
妙
な
距
離
感
を
象

徴
し
て
い
る
。

　

子
規
の
『
病
床
六
尺
』
の
最
後
の
記
事
が
載
っ
た
の

は
、
９
月
17
日
の
新
聞
だ
っ
た
。
ず
っ
と
前
か
ら
子

規
の
口
述
を
弟
子
た
ち
が
交
代
で
筆
記
し
て
い
た
。

以
下
の
９
月
14
日
の
記
事
は
、
虚
子
の
筆
記
で
あ
る
。

　

足
あ
り
、
仁
王
の
足
の
如
し
。
足
あ
り
、
他
人
の
足

の
如
し
。
足
あ
り
大
磐
石
の
如
し
。〔
…
〕

　

そ
の
前
日
の
13
日
、
ぱ
ん
ぱ
ん
に
水
の
溜
ま
っ
た

子
規
の
足
を
動
か
ぬ
よ
う
に
支
え
た
の
も
虚
子
だ
っ

た
。
仰
臥
し
た
子
規
の
右
足
を
、
左
手
で
微
動
だ
に
さ

せ
ず
支
え
続
け
た
。
手
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、

離
さ
な
か
っ
た
。
手
に
も
首
筋
に
も
顔
に
も
「
根
岸
名

物
」
の
蚊
が
と
ま
っ
た
が
、
打
つ
こ
と
も
払
う
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
手
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
動
く
だ
け
で
、

子
規
の
全
身
に
激
痛
が
走
る
か
ら
だ
。
そ
ん
な
虚
子

に
、
能
楽
の
「
脇
の
修
行
が
出
来
る
よ
。」
と
、
死
相

そ
の
ま
ま
の
子
規
は
減
ら
ず
口
を
叩
い
た
。

　

虚
子
の
長
谷
寺
吟
行
は
、
子
規
が
「
大
磐
石
の
ご
と

し
」
と
自
嘲
し
た
足
を
支
え
て
か
ら
40
年
後
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
は
も
う
、
子
規
へ
の
追
憶
は
薄
れ
て
い
た

だ
ろ
う
か
。
観
音
さ
ま
の
「
磐
石
」
に
浮
か
ぶ
「
右
足
」

を
虚
子
は
、
写
せ
て
い
な
い
。
思
わ
ず
上
に
逸
ら
せ
た

目
に
止
ま
っ
た
の
が
、
胸
元
の
「
翳
り
」
で
は
な
か
っ

た
か
。
子
規
の
直
接
の
死
因
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
だ
が
、

肺
を
冒
し
た
結
核
菌
が
脊
椎
を
蝕
ん
だ
の
で
あ
る
。

虚
子
は
最
初
の
発
病
で
入
院
し
た
子
規
の
介
抱
に
当

た
っ
た
。
子
規
の
発
案
で
、
な
ん
と
か
喀
血
を
止
め
よ

う
と
、
氷
を
直
接
肺
部
に
押
し
当
て
続
け
、「
胸
」
が
ひ

ど
い
凍
傷
を
起
こ
し
た
。若
い
医
者
は
小
細
工
を
嗤
っ

て
、
こ
う
言
い
捨
て
た
。「
出
る
だ
け
出
し
て
置
け
ば

止
ま
る
時
に
止
ま
る
。」
子
規
は
こ
の
言
葉
が
大
い
に

気
に
入
っ
た
ら
し
い
。
内
に
は
結
核
菌
、
外
側
に
は
凍

傷
と
い
う
胸
の「
翳
り
」を
抱
え
な
が
ら
、子
規
は
病
み

衰
え
た
顔
に
、
会
心
の
笑
み
を
洩
ら
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
以
後
、
再
生
の
悦
び
に
満
ち
た
子
規
の
顔
を
、

虚
子
は
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
虚
子
は
致
死
の
病

を
得
た
子
規
の
期
待
と
懇
請
を
、
最
後
ま
で
拒
否
し

続
け
た
。
そ
れ
で
も
「
升
〔
の
ぼ
／
子
規
〕
は
清
〔
き

よ
／
虚
子
〕」
さ
ん
が
一
番
好
き
で
あ
つ
た
」
と
聞
か

さ
れ
て
、
虚
子
は
子
規
追
憶
の
筆
を
止
め
た
。

　

高
浜
虚
子
は
『
子
規
居
士
と
余
』
を
、
次
の
言
葉
で

閉
じ
て
い
る
。

　
　
　

 

余
の
生
涯
は
要
す
る
に
居
士
の
好
意
を
辜こ

負ふ

し
た
生
涯
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

虚
子
が
背
い
た
と
い
う
子
規
の
好
意
と
は
、
母
が

放
蕩
息
子
を
思
う
よ
う
な
、
子
規
の
虚
子
へ
の
執
着

―
愛
―
で
あ
る
。
虚
子
に
と
っ
て
、
胸
の
「
翳
り
」
を

抱
え
た
子
規
の
会
心
の
笑
み
は
、
母
一
人
子
一
人
が

互
に
頼
り
合
え
た
幸
せ
な
時
代
の
、
最
後
の
笑
み
に

写
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
了
）
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