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な
ぜ
、
西
行
は
出
家
し
た
か
．
ｌ
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
の
問
い
か

け
の
そ
の
つ
ど
、
西
行
の
〈
行
為
〉
は
、
さ
ば
き
の
庭
に
ひ
き
ず
り
だ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
行
為
〉
の
〈
原
因
〉
な
い
し
〈
動
機
〉
は
、
さ
ぐ

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
自
白
を
強
要
し
、
物

証
を
さ
ぐ
り
、
証
言
を
も
と
め
、
さ
ら
に
は
状
況
証
拠
を
か
た
め
、
か
く

て
研
究
史
は
、
「
伝
記
上
の
謎
」
た
る
西
行
出
家
の
原
因
、
動
機
に
つ
い

て
の
「
真
相
」
を
も
と
め
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

西
行
出
家
の
は
じ
め
に
か
な
ら
ず
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
藤
原
頼
長

『
台
記
』
永
治
一
一
（
’
’
四
一
一
）
年
三
月
十
五
曰
の
記
事
、
ま
た
、
「
恋

愛
出
家
説
」
の
淵
源
に
位
置
さ
せ
ら
れ
て
き
た
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
八
の

記
事
も
、
西
行
の
〈
事
実
〉
を
確
認
・
推
定
す
る
た
め
の
資
（
史
）
料
以

上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
『
台
記
』
と
い
う
貴
族
日
記
の
、
西
行
に
つ
い
て

の
あ
の
簡
潔
な
記
述
の
う
ち
に
読
ま
れ
る
べ
き
は
、
簡
潔
の
う
ち
に
か
た

『
台
記
』
の
西
行
、
『
盛
衰
記
」
の
西
行

Ｉ
西
行
出
家
を
め
ぐ
る
言
説
・
再
考
Ｉ

壱
わ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
頼
長
に
お
け
る
〈
物
語
〉
そ
の
も
の
の
簡
略
な
す

が
た
、
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
た
と
え
ば
『
盛
衰
記
』
の
記
事
に

さ
ぐ
ら
れ
て
い
い
の
は
、
あ
り
え
た
西
行
の
恋
の
、
高
貴
の
女
人
は
だ
れ

か
、
と
い
う
〈
事
実
〉
比
定
の
考
証
作
業
と
は
く
つ
に
、
西
行
出
家
を
め

ぐ
る
〈
説
話
Ⅱ
物
語
〉
形
成
へ
の
動
因
を
『
盛
衰
記
』
の
文
体
に
問
う
こ

と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〈
事
実
さ
が
し
〉
の
呪
縛
か
ら
と
き
は
な
た
れ
て
、
『
台
記
』
『
盛
衰

記
』
に
お
け
る
西
行
出
家
の
関
係
記
事
を
な
が
め
な
お
し
て
み
た
い
。
西

行
出
家
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
ふ
る
い
言
説
に
つ
い
て
の
ち
い
さ
な

再
読
の
こ
こ
ろ
み
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

Ａ
、
西
行
法
師
来
り
て
云
は
く
、
一
品
経
を
行
ふ
に
依
り
、
両
院
以
下
、
Ｉ

一
、
「
心
、
愁
ひ
な
く
し
て
」
・
『
台
記
』
の
西
行

下
西
善
三
郎



西
行
出
家
伝
の
は
じ
め
に
い
つ
も
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
『
台
記
』
の

こ
の
記
事
は
、
西
行
出
家
の
年
時
と
年
齢
を
明
証
す
る
も
っ
と
も
ふ
る
く

確
実
な
史
料
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
『
台
記
』
の
こ
の
記
事
が
価
値
的
で

あ
る
の
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
な
ぜ
」
を
問
わ
ず
に

西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
に
ふ
れ
え
て
い
る
、
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

当
時
、
あ
り
ふ
れ
た
理
由
以
外
に
よ
っ
て
出
家
し
た
も
の
が
、
そ
の
〈
原

因
・
動
機
〉
に
な
ん
ら
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
そ
の
よ
う
に
し

て
あ
る
〈
出
家
の
現
前
〉
と
し
て
「
批
評
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
に
、

単
な
る
史
料
以
上
の
意
味
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
西

行
と
い
う
出
家
の
現
前
が
、
ど
う
な
ふ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
を
う
け
と

め
た
、
〈
現
場
〉
か
ら
の
釦
笙
□
と
な
っ
て
い
る
。
「
俗
時
よ
り
心
を
仏
道

に
い
れ
」
て
い
た
ゆ
え
に
「
遁
世
」
し
た
の
だ
、
と
頼
長
が
理
解
し
て
い

富
み
、
年
若
く
、
心
、
愁
ひ
無
く
し
て
、
遂
に
以
て
遁
世
す

貴
所
皆
下
し
給
ふ
な
り
。
料
紙
の
美
徳
を
嫌
は
ず
、
た
だ
自
筆
を
用

ゐ
る
く
し
と
。
余
、
不
軽
を
承
諾
す
。
列
斜
１
瑁
蜀
問
剖
。
答
て
曰

は
く
、
一
一
十
五
な
り
と
。
（
去
々
年
出
家
。
一
一
十
三
）
。
抑
西
行
は
、

も
と
兵
衛
慰
義
清
な
り
。
（
左
衛
門
大
夫
康
清
の
子
）
。
重
代
の
勇

士
な
る
を
も
っ
て
法
皇
に
仕
ふ
。
俗
時
よ
り
心
を
仏
道
に
い
れ
、
家

こ
れ
を
嘆
美
す
〈
＊
ｌ
〉
。

（
『
台
記
』
永
治
一
一
（
’
’
四
一
一
）
年
三
月
十
五
曰
。
（
）
内

は
割
注
）

。

人、
、家

た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
頼
長
は
な
に
も
書
か
な
か
っ
た
に
ひ
と
し
い

の
で
あ
る
し
、
「
家
富
み
、
年
若
く
、
心
、
愁
ひ
無
く
し
て
」
と
言
う
文

言
に
、
西
行
出
家
に
つ
い
て
の
頼
長
の
関
心
の
中
心
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
お
ど
ろ
き
と
嘆
美
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
は
、
こ
の
、
頼
長
と
西
一
口
法
師
の
問
答
の
、

き
わ
め
て
事
務
的
な
記
述
の
簡
潔
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
簡
潔
性
は
、
頼
長
の
筆
が
記
述
の
う
ち
に
余
分
の
も
の
を
そ

ぎ
お
と
し
た
結
果
で
は
な
く
、
問
答
が
、
じ
っ
さ
い
こ
の
よ
う
に
交
わ
さ

れ
た
そ
の
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
種
類
の
も
の
だ
っ
た
の

だ
と
お
も
わ
れ
る
。

『
台
記
』
の
記
述
的
特
性
に
ふ
れ
た
松
本
昭
彦
の
論
〈
＊
２
〉
を
参
照

し
て
お
き
た
い
。
松
本
論
文
は
、
ョ
台
記
』
を
記
す
頼
長
の
意
識
」
の

「
典
型
的
」
な
例
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
を
あ
げ
て
い
る
。

Ｂ
、
瀝
瘍
に
巴
豆
・
漆
等
を
付
す
に
、
漆
木
よ
り
汁
を
出
だ
し
て
之
を

付
す
。
余
、
諸
臣
を
召
し
て
問
ひ
て
曰
く
、
「
未
だ
漆
の
可
否
を
知

ら
ざ
る
な
り
。
先
づ
仲
資
を
し
て
試
み
し
め
ん
」
と
。
諸
臣
皆
曰
く
、

「
善
し
」
と
。
秀
才
成
佐
進
み
て
諌
め
て
曰
く
、
「
…
…
人
を
損
じ

て
己
を
安
ん
ず
る
は
、
君
子
、
諸
れ
を
な
さ
ず
。
是
君
の
知
る
と
こ

ろ
な
り
。
疾
、
癒
ゆ
と
錐
も
、
悪
名
必
ず
代
に
遣
る
。
豈
に
善
と
謂

ふ
く
け
ん
や
」
と
。
余
、
即
ち
漆
を
取
り
て
之
を
塗
る
。

君
子
曰
く
、
「
諌
め
を
以
て
君
の
過
ち
を
止
む
、
忠
直
両
つ
な
が

２



〈
記
述
の
簡
潔
性
〉
が
、
か
な
ら
ず
し
も
『
台
記
』
の
一
般
的
特
性
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
〈
＊
３
〉
。
ま
た
、
「
曰
く
～
、
曰
く
～
」
と
い

う
記
述
の
し
か
た
が
、
〈
現
場
の
応
答
〉
の
再
現
の
こ
こ
ろ
み
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
〈
＊
４
〉
。
く
わ
え
て
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
も
注
意

す
べ
き
は
、
松
本
論
文
が
、
こ
の
Ｂ
の
よ
う
な
「
典
型
的
」
記
事
例
を
も

と
に
、
「
曰
記
を
執
筆
す
る
こ
と
が
、
出
来
事
を
記
録
し
た
上
で
、
そ
れ

を
自
分
を
も
含
め
て
、
経
書
に
則
っ
て
「
儒
者
の
視
点
」
か
ら
解
釈
し
批

評
し
て
い
く
こ
と
、
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
『
台
記
」
の
頼

長
の
「
批
評
」
意
識
を
見
い
だ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
松
本
論
文
は
、
豊

富
に
事
例
を
引
用
し
つ
つ
、
「
（
頼
長
は
）
時
に
そ
の
必
要
の
な
い
場
合

で
も
、
こ
と
さ
ら
に
経
書
の
文
言
を
想
起
し
て
自
他
の
言
動
を
見
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
「
曰
並
み
の
記
」
で
あ
る

『
台
記
』
の
、
〈
事
実
〉
の
記
録
と
い
う
側
面
を
こ
え
た
貴
族
曰
記
の
く

つ
の
一
面
を
う
が
つ
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
書
き
て
の
「
批
評

意
識
」
が
遍
満
す
る
『
台
記
』
と
い
う
性
格
的
特
性
を
予
想
さ
せ
る
に

じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
。

Ａ
の
記
述
の
簡
潔
さ
は
、
頬
長
に
と
っ
て
西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
が

ら
備
は
る
。
藤
丞
相
、
過
ち
て
改
む
る
に
揮
る
こ
と
な
し
。
詩
に
い

わ
く
、
『
切
す
る
が
如
く
瑳
す
る
が
如
し
、
琢
す
る
が
如
く
磨
す
る

が
如
し
』
と
。
其
れ
藤
丞
相
の
謂
ひ
か
」
と
。

（
『
台
記
』
康
治
元
（
一
一
四
二
）
年
九
月
九
日
）

「
批
評
」
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
の
で
は
お

そ
ら
く
あ
る
ま
い
。
『
台
記
』
の
「
批
評
」
意
識
は
、
『
台
記
』
の
性
格

的
特
任
芝
し
て
、
Ａ
の
よ
う
な
簡
潔
な
記
述
の
な
か
に
も
じ
つ
は
み
ち
あ

ふ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
む
ろ
ん
、
西
行
の
〈
行
為
〉
は
「
経
書

の
文
言
」
に
よ
る
「
儒
者
の
立
場
」
か
ら
の
「
批
評
」
に
乗
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
Ａ
の
記
事
の
み
じ
か
い
問
答
の
記
録
の
の
ち
、
末
尾
に

付
さ
れ
る
「
抑
西
行
は
、
も
と
兵
衛
尉
義
漬
な
り
」
以
下
の
一
文
は
、

〈
事
実
〉
の
記
録
の
み
に
と
ど
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
不
必
要
な
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
頼
長
の
「
批
評
意
識
」
の
あ
ら

わ
れ
な
の
だ
と
み
な
し
う
る
。

す
る
と
、
こ
の
Ａ
の
簡
潔
な
記
事
と
Ｂ
の
記
事
と
の
歴
然
と
し
た
記
述

上
の
差
は
、
お
そ
ら
く
〈
で
き
ご
と
〉
の
差
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
だ
と

お
も
わ
れ
る
。
よ
う
す
る
に
、
Ａ
で
は
、
頬
長
じ
し
ん
の
「
批
評
」
の
こ

と
ば
が
わ
ず
か
一
行
さ
し
は
さ
ま
れ
る
だ
け
の
余
地
し
か
な
い
事
能
》
が
展

開
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
事
態
そ
の
も
の
が
簡
潔
な
の

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
頼
長
の
ふ
で
は
、
記
述
を
簡
潔
に
す
ま
せ

た
の
で
は
な
く
、
西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
を
、
寡
黙
な
〈
応
答
の
場
〉

の
再
現
の
な
か
に
し
る
し
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
応
答
が
寡
黙
で

あ
っ
た
か
。
西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
が
、
寡
黙
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
問
答
の
簡
潔
性
は
、
お
そ
ら

く
、
西
行
じ
し
ん
の
簡
潔
性
を
し
め
し
て
い
る
。
頼
長
に
「
年
を
問
ふ
」

以
上
の
詮
索
趣
味
が
な
く
、
「
西
行
法
師
」
に
自
己
の
〈
行
為
〉
に
つ
い

３



て
の
贄
言
を
つ
い
や
す
こ
こ
ろ
づ
も
り
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
き
と

め
ら
れ
る
記
述
は
、
Ａ
の
よ
う
に
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
が

み
え
て
く
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
頼
長
は
、
と
く
に
も
「
年
を
問
」
う
の
か
。

ま
た
、
な
ぜ
、
「
心
、
愁
ひ
な
く
し
て
」
と
い
っ
た
主
観
的
な
「
批
評
」

を
ま
じ
え
る
の
か
。
頼
長
の
「
批
評
」
の
こ
と
ば
の
な
か
に
、
こ
の
「
心
、

愁
ひ
な
く
し
て
」
と
い
う
一
句
が
ま
じ
る
の
を
、
見
の
が
し
に
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
西
行
を
目
の
ま
え
に
し
た
頼
長
の
「
批
評
」
の
中
心
は
こ
こ
に

あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
頼
長
の
こ
の
こ
と
ば
は
、

「
去
々
年
」
の
西
行
出
家
の
時
点
を
と
ら
え
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「
心
、
愁
ひ
な
し
」
、
そ
う
い
う
す
が
た
を
身
に
ま
と
っ
て
、
二
五

歳
の
西
行
は
、
い
ま
、
頼
長
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
対
座
す

る
西
行
が
発
す
る
透
明
な
に
お
い
の
、
頼
長
の
印
象
の
中
心
と
し
て
、
そ

れ
は
か
た
ら
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
〈
遁
世
〉
と
は
、
頼
長
に
と
っ
て
「
心
」
の
事
件
で
あ
る

こ
と
が
よ
く
感
得
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

れ
は
、
「
年
齢
」
が
か
か
え
も
つ
「
心
」
の
事
件
で
あ
っ
た
の
だ
と
お
も

わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
頬
長
（
二
一
一
○
～
’
’
五
六
）
、
’
’
十
三
歳
。

「
家
富
み
、
年
若
く
」
と
い
う
西
行
の
、
そ
の
出
家
の
現
前
は
、
二
歳
ち

が
い
の
頼
長
に
お
け
る
〈
心
の
事
件
〉
と
も
な
り
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
「
年
」
を
問
い
、
「
心
の
愁
ひ
」
を
書
き
し
る
す
頼
長
の
こ
こ

ろ
を
み
る
。
だ
か
ら
、
記
事
の
末
句
に
「
ひ
と
、
こ
れ
を
嘆
美
す
る
な

り
」
と
あ
る
、
逼
菫
〈
す
る
人
」
と
は
、
頬
長
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
心
、
愁
ひ
無
く
し
て
、
遂
に
以
て
遁
世
す
」
と
い
う
頼
長
の
こ
の
み
じ

か
い
こ
と
ば
は
、
い
ま
目
の
ま
え
に
あ
る
西
行
の
す
が
た
を
わ
が
〈
心
の

事
件
〉
に
か
さ
ね
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
ほ
ぼ
お
な
じ
こ
ろ
、
藤
原
通
憲
の
「
遁
世
」
に
さ
い
し
て

の
頼
長
の
反
応
を
み
て
お
こ
う
。
康
治
一
一
（
一
一
四
三
）
年
八
月
、
「
天

下
之
才
子
莫
レ
如
し
之
」
白
台
記
』
康
治
二
年
八
月
四
日
）
と
頼
長
が

み
と
め
た
通
憲
の
「
遁
世
」
を
耳
に
し
て
、
頼
長
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ

と
ば
を
お
く
る
。

そ
の
数
日
後
、
通
憲
と
対
座
し
て
の
頼
長
の
こ
と
ば
は
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

ず
、
後
世
に
菩
提
一

為
す
。
其
の
故
は
、

夜
に
入
り
て
通
憲
に
逢
ひ
、
桐
角
回
劉
訓
。
通
憲
を
し
て
笙
を
吹
か

し
む
。
帰
ら
む
と
し
て
余
に
命
じ
て
云
く
、
臣
、
運
の
拙
き
を
以
て
一

職
を
帯
せ
ず
、
已
に
以
て
遁
世
せ
む
と
す
。
人
、
定
め
て
、
才
の
高
き

せ
む
と
す
。

亡
す
也
。

貴
下
、
遁
世
の
由
、
之
を
聞
く
。
貴
下
の
為
に
は
、
現
世
、
資
な
ら

、
後
世
に
菩
提
を
得
る
に
も
は
ら
益
あ
る
も
、
朝
が
為
に
は
、
耽
と

…
…

（
『
台
記
』
康
治
一
一
（
一
一
四
三
）

兵
の
才
を
以
て
顕
官
に
居
ら
ず

が
為
に
は
、
耽
と

、
曰
回
凶
司
週
世

是
、
天
の
我
国
を

年
八
月
五
曰
）

４



「
相
共
に
実
」
し
て
い
る
の
は
、
「
天
下
の
学
才
」
が
世
に
い
れ
ら
れ

な
い
こ
と
に
象
徴
的
な
、
学
道
の
お
と
ろ
え
に
た
い
す
る
悲
憤
の
ゆ
え
で

あ
り
、
「
涙
下
る
こ
と
」
も
「
遁
世
」
と
い
う
で
き
ご
と
に
た
い
し
て
の

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
通
憲
（
二
○
六
～
一
一
五
九
）
、
一
一
一
八

歳
。
通
憲
の
「
遁
世
」
は
、
「
年
齢
」
が
か
か
え
も
つ
「
心
」
の
事
件
と

し
て
頼
長
に
せ
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
ら
れ
る
。
通
憲
を
お
そ
っ

て
い
る
こ
の
事
態
に
対
す
る
頼
長
の
「
涙
」
は
、
か
つ
て
対
座
し
た
西
行

に
む
け
ら
れ
た
頼
長
の
心
中
の
「
嘆
美
」
の
内
容
に
こ
と
な
る
種
類
の
も

『
台
記
』
の
西
行
出
家
記
事
に
う
か
が
い
知
り
う
べ
き
が
以
上
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
行
出
家
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
ふ
る
い
証

言
の
尊
重
さ
れ
る
べ
き
事
情
も
そ
こ
に
存
す
る
。
記
事
は
、
頼
長
と
西
行

の
〈
応
答
の
場
〉
を
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
過
不
足
な
く
再
現
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
頼
長
の
こ
こ
ろ
に
〈
心
の
事
件
〉
と
し
て
の

「
遁
世
」
と
い
う
事
態
を
つ
げ
し
ら
せ
る
現
場
の
記
録
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
が
所
有
す
る
簡
潔
さ
が
〈
応
答
の
場
〉
に

は
た
ら
い
た
磁
力
そ
の
も
の
の
、
寡
黙
な
記
録
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

て
い
る
こ
の
事
態
に
対
す
る
頬
長
の

に
む
け
ら
れ
た
頼
長
の
心
中
の
「
嘆
奎

の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

を
以
て
、
天
、
之
を
亡
す
と
以
為
谷

く
は
殿
下
、
廃
す
る
こ
と
な
か
れ
、
‐

忘
れ
ず
、
と
。
圃
將
剴
引
Ｈ
剣
Ⅱ
瓢
、
。

（
『
台
記
』
康
治
二
（

之
を
亡
す
と
以
為
へ
り
。
い
よ
い
よ
学
を
廃
す
。
願
は

す
る
こ
と
な
か
れ
、
と
。
余
曰
く
、
唯
、
敢
へ
て
命
を

（一
’
四
三
）
年
八
月
十
一
日
）

１
、
「
そ
ら
に
な
る
こ
こ
ろ
」

歌
が
〈
行
為
〉
を
直
接
的
に
説
明
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
〈
行
為
〉
の

こ
こ
ろ
が
歌
に
よ
っ
て
つ
ね
に
外
在
化
さ
れ
る
と
き
ま
っ
た
も
の
で
も
な

い
の
だ
が
、
歌
が
発
散
す
る
に
お
い
を
、
く
こ
こ
ろ
〉
の
う
ご
き
の
間
接

的
な
証
例
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
出
家
当
時
の
西
行
の
こ
こ
ろ

の
う
ご
き
は
、
か
れ
の
歌
々
に
よ
っ
て
間
接
的
に
し
る
ほ
か
な
い
。

た
と
え
ば
、
西
行
出
家
伝
の
は
じ
め
に
こ
れ
ま
た
か
な
ら
ず
引
用
さ
れ
、

「
西
行
伝
を
叙
す
る
時
、
一
つ
の
指
標
と
な
る
よ
う
な
作
品
」
〈
＊
５
〉

と
さ
れ
る
つ
ぎ
の
歌
は
、
出
家
と
い
う
事
態
に
む
き
あ
っ
た
西
行
の
、
ど

の
よ
う
な
〈
決
意
〉
を
か
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

詞
書
の
「
世
に
あ
ら
じ
と
恩
ひ
立
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
歌
の
な
か

に
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の
歌
は
、
歌
の
心
が
す
で
に
そ
の
詞

書
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
歌
で
は
、
「
空
」
「
霞
」

二
、
「
空
に
な
る
こ
こ
ろ
」
・
出
家
時
の
西
行
歌

世
に
あ
ら
じ
と
恩
ひ
立
ち
け
る
こ
ろ
、
東
山
に
て
、
人
々
、

寄
霞
述
懐
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

Ａ
、
当
回
創
３
回
は
春
の
霞
に
て
世
に
あ
ら
じ
と
も
恩
ひ
立
つ
か
な

（
『
山
家
集
』
七
一
一
三
）

５



「
立
つ
」
と
い
う
縁
語
仕
立
て
に
よ
る
包
囲
を
み
れ
ば
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ

ん
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
空
に
な
る
心
」
と
は
な
ん
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
、
作
り
主
の
く
こ
こ
ろ
〉
を
の
ぞ
き
た
く
な
る
よ
う
な

措
辞
を
う
ち
す
て
て
は
お
け
な
い
歌
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
ろ
・
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
う
た
い
か
た
は
古
今
集
以
来
す
ぐ

な
く
な
い
。
な
か
で
、
「
こ
こ
ろ
・
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
歌
句
が
西
行

Ａ
歌
の
よ
う
に
〈
人
事
〉
に
む
す
ぶ
用
例
を
も
と
め
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
虚
脱
し
た
感
情
」
を
う
た
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ
る
。
「
そ
ら
（
空
）
」
と
は
、
「
何
に
も
属
さ
ず
、
何
も
の
も
う
ち

に
含
ま
な
い
部
分
の
意
。
転
じ
て
、
虚
脱
し
た
感
情
」
と
釈
さ
れ
る
こ
と

ば
で
あ
っ
た
（
『
岩
波
古
語
辞
典
巳
。
た
だ
、
上
掲
の
歌
で
注
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、
「
こ
こ
ろ
・
そ
ら
に
な
る
」
こ
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の

原
因
と
な
る
も
の
が
は
っ
き
り
う
た
わ
れ
て
い
る
点
だ
。
つ
ぎ
に
か
か
げ

春
霞
た
つ
あ
か
つ
き
を
み
る
か

別
れ
行
く
道
の
雲
居
に
な
り
ゆ
け
ば
と
ま
る
川
副
国
司
日
引
劃
Ⅵ
刺

（
建
隆
澪
集
・
離
別
一
一
一
三
五
）

（
拾
遺
集
。
別
三
○
｜
）

白
雲
の
か
か
る
山
路
を
ふ
み
み
て
ぞ
い
と
ど
叫
刷
割
口
創
刎
川
副

（
金
葉
集
・
恋
上
三
六
六
）

ら
に
心
ぞ
空
に
な
り
ぬ
く
ら
な
る

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
ろ
の
内
部
の
充
実
が
な
に
ご
と
（
な
に
も
の
）

か
に
よ
っ
て
か
き
ま
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
こ
こ
ろ
の
な
か
み
が
な
に
ご
と

（
な
に
も
の
）
か
に
吸
い
と
ら
れ
て
空
洞
に
な
っ
た
不
安
定
な
状
態
、
そ

れ
を
、
「
空
」
に
か
か
わ
る
縁
語
を
か
な
ら
ず
ひ
き
寄
せ
な
が
ら
う
た
う

と
こ
ろ
に
、
「
こ
こ
ろ
・
そ
ら
に
な
る
」
の
う
た
い
ぶ
り
の
特
徴
は
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

西
行
の
Ａ
歌
が
き
わ
だ
つ
の
は
、
「
空
」
の
縁
語
仕
立
て
に
よ
り
な
が

ら
（
Ⅱ
伝
統
的
な
う
た
い
ぶ
り
に
よ
り
そ
い
な
が
ら
）
、
し
か
し
、
な
に

も
の
（
な
に
ご
と
）
に
よ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
の
な
か
み
が
す
い
と
ら
れ
て

い
る
の
か
、
は
っ
き
り
う
た
わ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
西
行
は
、
じ
つ

は
、
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
西

行
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
に
よ
っ
て
す
で
に
「
空
に
な
っ
て
い
る

心
」
、
そ
の
こ
と
を
こ
そ
う
た
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
〈
＊

６
〉
。「
空
に
な
る
心
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
こ
と
ば
つ
づ
け
は
、
西
行
以
前

に
例
を
み
い
だ
せ
な
い
、
西
行
に
独
自
の
も
の
だ
〈
＊
７
〉
。
そ
れ
は
、

る
よ
う
な
歌
は
、
「
心
を
。
そ
ら
に
な
す
」
原
因
が
「
雲
居
の
桜
」
に
あ
６

る
こ
と
を
う
た
っ
て
明
確
で
あ
る
。

春
ご
と
に
似
劃
召
口
刎
訓
も
の
は
雲
ゐ
に
み
ゆ
ろ
桜
な
り
け
り

（
詞
花
集
春
二
五
）



「
う
わ
の
空
と
な
っ
て
い
る
心
」
〈
＊
８
〉
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
そ

れ
は
、
放
心
や
自
失
の
単
純
な
態
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
も
っ
と
一
恒
偉
的
に
、
こ
こ
ろ
が
空
無
に
み
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
こ
ろ
の
空
洞
が
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
と

理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
「
空
に
な
る
心
」
と
い
う
す
で
に
そ
の
よ

う
で
あ
る
こ
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
西
行
の

こ
の
歌
で
、
こ
こ
ろ
の
空
洞
が
、
そ
の
ま
ま
際
限
を
も
た
な
い
空
漠
と
し

た
「
空
」
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
点
を
み
お
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」
が
「
空
」
に
な
り
、
「
空
」
が
「
こ

こ
ろ
」
に
な
る
、
と
印
象
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
西
行
の
「
空
に
な
る
心
」

と
い
う
こ
と
ば
の
つ
づ
け
が
ら
の
眼
目
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
「
心
は
春
の
霞
に
て
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
こ
こ
ろ
」
が

そ
の
ま
ま
「
空
」
に
立
つ
「
春
の
霞
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

む
ろ
ん
臂
嚥
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
こ
こ
ろ
」
に
充
満
す
る
空
（
う
つ

け
）
が
、
そ
の
ま
ま
「
春
の
霞
」
で
あ
る
と
い
う
措
辞
は
、
「
霞
」
と
い

う
実
体
が
く
う
つ
け
〉
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
を
う
な
が
す
だ
ろ
う
。
す

る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
霞
」
が
「
立
つ
」
よ
う
に
、
「
心
」
が
「
恩
ひ
立

つ
」
と
は
、
「
世
に
あ
ら
じ
と
恩
ひ
立
つ
」
こ
こ
ろ
の
不
確
か
さ
が
う
た

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、

「
霞
」
は
み
づ
か
ら
が
意
志
し
て
み
づ
か
ら
の
立
ち
ど
を
決
定
す
る
だ
ろ

う
か
。
「
霞
」
は
な
に
か
を
決
意
し
て
「
立
つ
」
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
か
。

「
霞
」
は
た
だ
、
た
だ
い
ま
現
在
の
こ
の
場
所
に
、
お
の
づ
か
ら
に
莊
漠

と
し
て
「
立
つ
」
の
で
あ
る
〈
＊
９
〉
。

こ
れ
が
、
「
霞
」
に
お
わ
さ
れ
た
「
立
つ
」
こ
と
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
か
さ
ね
て
う
た
わ
れ
る
「
空
に
な
る
心
」
が
、
な
に
か
を
〈
決

意
〉
し
う
る
た
し
か
な
も
の
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。

「
世
に
あ
ら
じ
」
と
決
意
し
て
い
る
の
が
、
「
う
つ
け
た
こ
こ
ろ
の
空
」

に
充
満
す
る
「
霞
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
は
、
な
に
も
決
意
な

ぞ
し
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

「
寄
霞
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
そ
こ
に
も
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
出
家
に
さ
い
し
て
の
、
じ
し
ん
に
お
い
て
す
ら
の
「
こ
こ
ろ
」

の
不
分
明
さ
が
、
「
空
に
な
る
心
に
立
つ
霞
」
に
「
寄
」
せ
て
う
た
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
出
家
の
〈
原
因
〉
や
〈
決
意
〉
を
、
そ
れ
と
し
て
う
た
う

こ
と
は
、
か
れ
じ
し
ん
に
お
い
て
で
き
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
す
が
た

が
み
え
る
。

２
、
「
か
ず
な
ら
ぬ
こ
こ
ろ
」

〈
原
因
〉
は
西
行
目
身
に
お
い
て
も
あ
き
ら
か
で
は
な
く
、
だ
か
ら
、

西
行
は
、
〈
原
因
〉
を
う
た
う
か
わ
り
に
、
「
世
を
厭
ふ
」
と
い
う
現
在

の
こ
こ
ろ
の
事
能
』
を
そ
の
ま
ま
に
う
た
う
ほ
か
な
か
っ
た
と
恩
し
い
こ
と

が
、
上
掲
の
歌
と
お
な
じ
と
き
に
よ
ま
れ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
心
を

７



「
同
じ
心
を
」
と
は
、
な
ら
ん
で
前
歌
に
配
列
さ
れ
る
『
山
家
集
』
七

一
一
三
歌
の
詞
書
の
「
世
に
あ
ら
じ
と
恩
ひ
立
ち
け
る
」
心
を
さ
す
〈
＊

皿
〉
・
出
家
に
際
し
て
の
こ
の
Ｂ
歌
で
の
問
題
は
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と

い
う
う
た
い
ぶ
り
に
ど
の
よ
う
な
〈
決
意
〉
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
か
、
で
あ
ろ
う
。

出
家
に
あ
た
っ
て
、
出
家
後
の
自
分
の
す
が
た
を
「
世
を
い
と
ふ
名
」

の
な
か
に
「
身
の
恩
ひ
出
」
と
し
て
封
じ
こ
め
よ
う
と
う
た
う
こ
の
歌
に

お
い
て
、
も
し
〈
決
意
〉
ら
し
き
も
の
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
い
う
自
己
規
定
が
も
っ
た
「
数
な
ら
ぬ

心
」
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
く
決
意
〉
に
ほ
ぼ
等
身
大
だ
っ
た
と
い
う

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
数
な
ら
ぬ
身
」
と
う
た
う
と
き
、
西
行
に
は
、

「
数
な
ら
ぬ
心
」
を
所
有
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
意
識
の
規
定
が
存
す

る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
数
な
ら
ぬ
身
」
は
「
数
な
ら

ぬ
心
」
を
も
つ
ほ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
歌
か
ら
し
ら
れ
る
。

Ｂ
、
世
を
い
と
ふ
名
を
だ
に
も
さ
は
と
ど
め
お
き
て
淵
謝
引
回
姻
昂
の

恩
ひ
出
に
せ
む

白
山
家
集
』
七
二
四
）

翔
劉
側
目
圃
咽
の
答
に
な
し
は
て
じ
知
ら
せ
て
こ
そ
は
身
を
も
恨
み
め

（
『
山
家
集
』
・
中
。
恋
六
五
三
）

こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
に
は
「
数
な
ら
ぬ
心
」
が
相
応

す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
自
己
意
識
の
規
定
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
「
数
な
ら
ぬ
心
」
と
い
う
直
琵
辱
的
な
う
た
い
か
た
は
あ
り
え
な

い
。
こ
の
「
数
な
ら
ぬ
心
」
と
い
う
こ
と
ば
つ
づ
け
も
ま
た
、
西
行
に
独

自
な
用
法
な
の
で
あ
っ
た
〈
＊
Ⅱ
〉
。
と
す
れ
ば
、
「
数
な
ら
ぬ
心
」
が

も
ち
う
る
〈
決
意
〉
と
は
、
も
と
よ
り
大
仰
に
か
ま
え
ら
れ
、
他
に
た
い

し
て
の
あ
か
ら
さ
ま
な
決
意
表
明
と
い
っ
た
も
の
か
ら
は
と
お
い
告
白
で

あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
西
行
の
Ｂ
歌
は
、
明
確
な
〈
決
意
〉
に
う
な
が
さ
れ
て
出
離

す
る
の
で
も
な
い
わ
が
身
の
、
そ
の
ゆ
え
に
、
せ
め
て
は
、
「
世
を
い
と

ふ
」
も
の
と
し
て
の
「
名
」
を
「
と
ど
め
置
」
こ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、

さ
き
の
Ａ
歌
に
お
な
じ
く
、
〈
原
因
〉
も
〈
決
意
〉
も
そ
れ
と
し
て
あ
き

ら
か
に
は
う
た
え
な
い
の
だ
、
と
告
知
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
Ｂ
歌

は
、
「
数
な
ら
ぬ
わ
が
身
」
と
「
数
な
ら
ぬ
わ
が
心
」
を
、
〈
決
意
〉
の

よ
そ
に
、
い
つ
く
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
数
な
ら
ぬ
心
」
が
も
っ
た

〈
決
意
〉
と
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
空
に
な
る
心
」
が
も
っ
た

〈
決
意
〉
と
お
な
じ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

な
に
と
こ
は
数
詞
Ｎ
日
ね
回
割
の
ほ
ど
に
人
を
恨
む
る
心
な
り
け
む

（
『
山
家
集
』
・
中
・
恋
六
七
三
）

鋤
創
引
切
姻
昂
を
も
心
の
も
り
が
ほ
に
う
か
れ
て
は
ま
た
か
へ
り
来
に

け
り

（
『
上
人
集
』
六
七
一
）

８



３
、
「
こ
こ
ろ
の
お
く
」

〈
行
為
〉
が
執
行
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
か
た
ら
れ
た
こ
と
ば
は
、
ひ
と

を
な
に
ほ
ど
か
納
得
さ
せ
、
つ
い
で
に
み
づ
か
ら
を
も
な
に
ほ
ど
か
納
復
程

さ
せ
よ
う
と
す
る
弁
明
の
役
割
を
負
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
〈
決
意
〉
と

恩
し
き
も
の
輪
郭
が
、
お
ぼ
ろ
な
か
た
ち
を
と
っ
て
目
前
に
た
ち
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
〈
行
為
〉
に
つ
い
て
の
納
得
は
、

け
っ
し
て
核
心
に
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
出
家
の
際
に
詠
ま
れ
た
と
い
う

つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
も
、
お
な
じ
よ
う
な
事
情
を
つ
た
え
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

「
ゆ
か
り
」
あ
る
「
人
」
に
、
西
行
は
、
な
に
か
大
事
な
こ
と
を
い
い

つ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
、
「
世
を
の
が
れ
け

り
折
り
」
の
感
懐
を
こ
の
よ
う
に
う
た
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

「
世
の
中
を
そ
む
き
は
て
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
し
ず
か
に
、
ひ
と
知

れ
ず
、
す
が
た
を
か
く
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
は
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
い
ひ
お
か
む
」
と
は
、
こ
の
歌
が
、
〈
挨
拶
〉
の

歌
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
「
恩
ひ
知
る
べ
き
人
」
へ

Ｃ
、
世
の
中
を

く
と
‐
も

世
を
の
が
れ
け
る
折
り
、
ゆ
か
り
あ
り
け
る
人
の
も
と
へ

言
ひ
お
く
り
け
る

そ
む
き
は
て
ぬ
と
い
ひ
お
か
む

（
『
山
家
集
』
七
二
六
）

恩
ひ
知
る
べ
き
入
は
な

わ
が
覚
悟
の
ほ
ど
を
い
い
と
ど
け
た
り
、
わ
が
心
中
に
み
た
さ
れ
て
あ
る

「
空
洞
」
を
お
な
ｃ
程
度
に
「
恩
ひ
知
」
っ
て
ほ
し
い
、
な
ど
と
う
た
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
い
ひ
お
か
む
」
と
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
う

言
っ
た
ま
ま
で
、
決
意
や
覚
悟
の
た
し
か
さ
を
の
べ
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
ひ
ら
た
く
い
え
ば
、
〈
行
為
〉
は
い
つ
と
も
し
れ
ず
旦
弧
付
さ
れ
ま
し

た
、
た
だ
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
、
と
そ
の

く
ら
い
の
呼
吸
で
う
た
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

「
ゆ
か
り
」
あ
る
「
人
」
が
、
た
だ
ひ
と
り
、
「
恩
ひ
知
る
べ
き
人
」

と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
点
に
、
こ
の
Ｃ
歌
の
〈
挨
拶
歌
〉
と
し
て
の
本
旨

は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
思
ひ
知
る
」
べ
き
「
人
」
が
特

定
の
だ
れ
か
れ
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
だ
れ
に
た
い
し
て
も
成
立
す
る
よ
う
な
う
た
い
ぶ
り
で
う
た
う
こ

と
、
そ
こ
に
こ
そ
、
〈
挨
拶
歌
〉
と
し
て
の
こ
の
歌
の
本
旨
は
存
す
る
。

し
か
も
、
こ
の
歌
を
お
く
ら
れ
た
「
ゆ
か
り
あ
る
人
」
は
、
〈
わ
た
く
し

個
人
〉
に
あ
て
ら
れ
た
私
信
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ

こ
に
い
う
〈
樺
樗
）
歌
〉
の
す
が
た
で
あ
る
〈
＊
、
〉
・

西
行
に
、
「
世
を
の
が
れ
け
る
折
り
」
の
こ
と
を
う
た
う
必
要
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
〈
行
為
〉
の
説
明
し
が
た
い
領
分
を
、
つ
た
え
え
な
い
も

の
と
し
て
他
人
に
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
う
た
う
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
歌
を
「
言
ひ
お
く
」
ら
れ
た
「
ゆ
か
り
」
あ
る
「
人
」
は
、
西
行
の

〈
挨
拶
〉
の
真
意
を
は
か
り
え
ず
、
「
心
の
奥
」
を
と
ら
え
よ
う
と
努
力

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
心
の
奥
」
は
と
ら
え
え
ず
、
た
だ
、

９



〈
行
為
〉
が
執
行
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
事
態
だ
け
を
了
解
す
る
こ
と
に

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
〈
行
為
〉
の
執
行
に
と
も
な
う
な
に

ほ
ど
か
了
解
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
の
了
解
の
み
を
、
こ
こ
ろ
に
お
も
い

え
が
く
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
と
よ
り
西
行
に
お
い
て
は
、
自
身
の
「
心
の
奥
」
に
つ
い
て
の
他
人

の
了
解
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ひ
と
の
「
心
の
奥
」

が
は
っ
き
り
つ
か
み
う
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
も
い
な

か
っ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
み
よ
う
。

山
深
み
つ
ゑ
に
す
が
り
て
い
る
人
の
回
り
奥
の
は
づ
か
し
ぎ
か
な

（
『
山
家
集
』
’
二
一
一
一
八
）

あ
わ
れ
な
る
ｕ
回
国
を
と
め
ゆ
け
ば
月
ぞ
恩
ひ
の
ね
に
は
な
り
け
る

合
間
書
集
』
八
八
）

が
あ
る
。
二
首
と
も
、
自
身
の
「
心
の
奥
」
に
む
け
て
の
歌
と
な
っ
て
お

あ
い
だ
に
そ
ば
だ
つ
く
中
山
〉
が
な
け
れ
ば
、
ひ
と
の
「
心
の
奥
」
が

み
え
る
は
ず
な
の
だ
が
、
と
希
望
的
な
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
〈
＊
旧
〉
。
ひ
と
の
「
心
の
奥
」
は
、
も
と
よ
り
「
み
え
」
な
い
も
の

と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
西
（
口
歌
に
「
心
の
奥
」
は
、
ほ
か
に
、

東
路
や
あ
ひ
の
中
山
ほ
ど
狭
み
ｕ
ｄ
奥
の
み
え
ば
こ
そ
あ
ら
め

（
『
山
家
集
・
中
・
恋
・
六
九
五
）

り
く
＊
ｕ
〉
、
自
身
の
「
心
の
奥
」
は
た
ず
ね
あ
て
ら
れ
る
場
一
所
の
よ
う

に
う
た
わ
れ
て
い
る
（
「
心
の
奥
を
と
め
ゆ
け
ば
」
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
「
心
の
奥
」
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
「
心
の
見
え
難
さ
・
塵
深
さ
を
、

到
達
し
難
い
山
奥
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
具
象
化
さ
せ
て
い
る
」
〈
＊

旧
〉
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
西
行
の
自
身
の
「
こ
こ
ろ
」
に
お
い
て
も
、

「
心
の
奥
」
と
い
う
場
所
が
限
定
さ
れ
た
た
し
か
な
場
所
と
し
て
確
信
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
な
が
め
き
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
『
台
記
』
の
記
事

を
お
も
い
か
え
せ
ば
、
西
行
が
「
心
、
愁
ひ
な
」
き
顔
つ
き
を
し
て
い
た

と
い
う
頼
長
の
印
象
は
、
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
し
ら
れ
る
。

西
行
は
、
自
身
の
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
不
確
か
さ
を
よ
く
知
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
不
確
か
さ
に
つ
い
て
の
確
信
は
、
ま
た
安
定
的
な
相
貌
を

ま
と
っ
て
他
に
対
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
頼
長
の
寡
黙
な

記
述
は
、
西
行
と
い
う
出
家
の
現
前
を
〈
行
為
〉
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
う

け
と
め
る
な
か
、
西
行
の
不
確
か
に
安
定
的
な
「
こ
こ
ろ
」
を
、
一
瞬
の

直
観
の
総
体
の
な
か
に
射
止
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
西
行
に
つ

い
て
の
〈
物
語
〉
を
一
瞬
の
う
ち
に
こ
こ
ろ
の
な
か
に
構
成
す
る
で
き
ご

と
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
現
代
の
研
究
者
が
、
出
家
前
後

の
西
行
歌
に
、
「
出
家
に
心
を
寄
せ
る
作
者
の
浪
漫
的
な
思
い
」
〈
＊

肥
〉
や
「
諦
め
き
れ
ぬ
嘆
息
」
〈
＊
Ⅳ
〉
を
き
き
と
り
、
ま
た
、
「
現

在
の
生
き
方
に
満
足
し
な
か
っ
た
」
西
行
の
、
「
自
身
の
運
命
の
変
革
を

試
み
る
」
「
浪
漫
的
精
神
」
を
よ
み
と
る
〈
＊
冊
〉
こ
と
と
お
な
じ
よ

〃



あ
り
え
た
西
行
の
恋
の
、
高
貴
の
女
人
は
だ
れ
か
、
と
い
う
問
い
が
、

あ
る
く
事
実
〉
的
な
結
論
を
得
て
落
着
す
る
な
ら
ば
、
『
盛
衰
記
』
の
西

行
記
事
は
、
〈
事
実
〉
比
定
の
考
証
作
業
へ
か
か
る
端
緒
を
提
供
し
た
に

す
ぎ
な
い
〈
＊
旧
〉
。
も
っ
と
ち
が
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
『
盛
衰
記
』
の
「
悲
恋
遁
世
説
話
」
に
さ
き
だ
つ
西
行
関
係

記
事
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ら
れ
か
た
を
し

て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
西
行
の
「
悲
恋
出
家
」
と
い
う
〈
説
話
Ⅱ
物

語
〉
の
形
成
に
関
与
し
て
は
い
な
い
か
。
『
盛
衰
記
』
と
い
う
キ
テ
ス
ト

じ
た
い
が
、
も
っ
と
も
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
い
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

『
盛
衰
記
』
巻
八
１
６
「
讃
岐
院
事
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
西
行
関
係

記
事
を
の
せ
る
。

う
な
〈
物
語
〉
を
、
頼
長
も
ま
た
、
寡
黙
な
〈
応
答
の
現
場
〉
の
記
録
の

な
か
に
お
り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
「
中
比
の
す
き
も
の
に
て
」
・
『
盛
衰
記
』
の
西
行

Ａ
、
新
院
讃
州
配
流
の
後
は
讃
岐
の
院
と
申
し
け
る
を
、
（
安
冠
ヨ
単

し
け
る
。
去
る
保
元
元
年
（
二
五
六
）
七
月
に
当
国
に
移
さ
れ
御

座
し
ま
し
て
、
始
め
は
直
島
に
渡
ら
せ
給
ひ
け
る
が
。
…
・
・
（
中
略
）

…
…
そ
の
後
長
寛
二
年
（
’
’
六
四
）
の
秋
八
月
二
十
四
日
、
御
年

（
二
七
七
）
七
月
）
二
十
九
曰
に
御
追
号
あ
っ
て
崇
徳
院
と
ぞ
申

四
十
六
に
て
、
志
度
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
終
に
隠
れ
さ
せ
給
ひ
に
け

り
。
…
…
鳥
羽
院
の
北
面
に
佐
藤
兵
衛
の
尉
憲
清
と
云
ひ
し
者
、
道

心
を
発
し
、
出
家
入
道
し
て
西
行
法
師
と
云
ひ
け
る
が
、
大
法
房
円

位
と
改
名
し
て
、
①
去
ぬ
る
仁
安
二
年
（
二
六
七
）
の
冬
の
頃
、

諸
国
修
行
し
け
る
が
、
刺
山
口
訓
剖
割
伺
司
、
②
東
は
壷
の
石
歩
、

③
夷
が
島
、
④
西
は
金
の
御
崎
、
⑤
松
浦
の
沖
、
割
所
日
蹴
回
訓
槐

月
に
は
雲
の
ふ
は
と
云
ひ
、
⑦
武
蔵
野
を
過
ぐ
る
と
て
は
柏
木
の
葉

守
の
神
を
恨
み
け
り
、
⑧
実
方
中
将
の
墓
に
て
は
一
叢
薄
を
悲
し
み
、

⑨
白
河
の
関
に
か
か
り
て
は
関
屋
の
柱
に
筆
を
止
む
。
四
国
の
方
の

修
行
を
恩
ひ
立
ち
け
る
と
き
は
、
⑩
江
口
の
妙
に
宿
を
借
り
、
仮
の

宿
と
読
み
し
か
ば
、
心
と
む
な
と
返
し
つ
魁
、
一
夜
の
宿
を
ぞ
借
り

に
け
る
、
⑪
讃
岐
の
国
へ
入
り
て
、
松
山
の
津
と
い
ふ
所
に
着
き
い
。

こ
こ
は
、
新
院
流
さ
れ
て
、
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
所
ぞ
か
し
と
恩
ひ

出
し
…
…

⑫
松
山
の
波
に
流
れ
て
こ
し
舟
の
や
が
て
む
な
し
く
成
り
に
け

る
か
な

⑬
よ
し
や
君
昔
の
玉
の
床
と
て
も
か
か
》
わ
む
後
は
何
に
か
は
せ

む

⑭
久
に
経
て
我
が
後
の
世
を
問
へ
よ
待
つ
跡
偲
ぶ
べ
き
人
も
無

き
身
ぞ

⑮
こ
こ
を
ま
た
我
が
住
み
う
く
て
う
か
れ
な
ば
松
は
一
人
に
な

を
歩
み
、
見
ぬ
所
は
な
か
り
け
り
、
⑥
不
破
の
関
屋
に
留
ま
り
て
は
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こ
の
記
述
に
お
い
て
西
行
の
旅
は
、
「
名
所
旧
跡
の
歌
枕
を
歩
み
、
見

ぬ
所
は
な
か
り
け
り
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
初
度
陸
奥
行
も
、
再
度
陸
奥

行
も
、
ま
た
、
西
国
・
四
国
へ
の
旅
も
、
ひ
と
く
く
り
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
い
つ
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
〈
事
実
〉
に
つ
い
て
ま
る
で
無

頓
着
で
あ
る
。

Ａ
に
つ
い
て
、
表
現
の
典
拠
と
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を
略
記
す

れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
（
紙
幅
の
都
合
上
、
典
拠
名
の
み
を
あ
げ

る
）
。

①
『
山
家
集
』
’
○
九
五
・
詞
書
（
上
人
集
。
’
一
一
八
二
、
心
中
集
・

’
’
八
八
）
、
②
『
山
家
集
』
’
○
二
（
上
人
集
。
七
一
一
一
一
）
、
『
西
行

物
語
』
、
③
『
山
家
集
』
一
○
○
九
、
『
西
行
物
語
』
、
④
『
撰
集
抄
』

巻
五
・
一
三
、
⑤
聞
書
集
一
一
九
、
⑥
未
詳
、
⑦
未
詳
（
た
だ
し
、

「
武
蔵
野
」
は
、
『
山
家
集
』
一
一
九
六
、
『
撰
集
抄
』
巻
六
・
十
二
、

『
西
行
物
語
』
、
『
発
心
集
』
巻
六
・
十
二
。
「
葉
守
の
神
」
は
、
後

撰
集
・
’
一
八
三
、
金
葉
集
一
一
一
七
）
、
⑧
『
山
家
集
』
八
○
○
、
⑨

『
山
家
集
』
二
一
一
六
、
⑩
『
山
家
集
』
七
五
一
一
、
⑪
『
山
家
集
』
’

三
五
三
詞
書
、
⑫
『
山
家
集
』
’
一
一
一
五
一
一
一
、
⑬
『
山
家
集
』
’
一
一
一
五
五
、

ら
む
と
や
す
る

書
き
注
し
て
ぞ
出
に
け
る
、
是
に
や
怨
霊
も
慰
み
給
ひ
け
む
と
お

ぼ
つ
か
な
し
。

（
引
用
は
、
通
俗
日
本
全
史
本
『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
る
）

Ｓ
）
西
行
歌
以
外
の
文
献
に
よ
る
も
の
。

④
雲
凹
①

Ａ
の
記
事
は
、
お
お
く
『
山
家
集
』
所
掲
の
西
行
歌
を
資
料
と
し
、
そ

の
詞
書
、
歌
の
一
部
を
と
り
き
た
っ
て
記
事
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
こ
と

が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
歴
史
的
な
正
し
い
時
間
」
が
無
視
さ

れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
西
一
口
歌
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
ば
あ

い
に
お
い
て
も
、
そ
の
詞
書
は
無
視
さ
れ
、
歌
意
す
ら
も
が
ね
じ
ま
げ
ら

れ
て
、
象
嵌
さ
れ
る
（
例
、
⑭
三
⑮
）
。
し
か
も
、
西
行
歌
に
よ
る
の
み
で

は
書
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
西
行
関
係
の
周
辺
資
料
が
も
ち
い
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
（
の
而
三
①
）
〈
＊
別
〉
。
後
世
に
伝
承
的
西
行
像
を
提
供
し

た
『
撰
集
抄
』
『
西
行
物
語
』
等
の
文
献
す
ら
を
も
利
用
す
る
、
と
い
う

の
が
、
『
盛
衰
記
』
の
記
事
の
あ
り
か
た
の
具
体
な
の
で
あ
る
。
記
事
の

形
成
は
、
い
た
っ
て
自
在
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
一
口
歌
の
文

言
を
文
中
に
と
か
し
こ
み
、
美
文
的
に
か
ま
え
ら
れ
る
そ
の
記
述
は
、
西

行
歌
に
も
と
づ
く
表
現
で
あ
る
そ
の
こ
と
に
お
い
て
西
行
の
行
跡
に
密
着

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て
、
こ
と
が
ら
の
事
剰
実
性

か
ら
は
と
お
ざ
か
る
書
記
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
『
盛
衰
記
』
の
書
記
態
度
は
、
直
後
に
か
た
ら
れ
る
「
西
行
悲
恋

⑭
『
山
家
集
』
’
三
五
八
、
⑮
『
山
家
集
』
’
一
一
一
五
九

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
イ
）
西
行
歌
に
よ
れ
ば
書
き
う
る
も
の
。！
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遁
世
説
話
」
が
出
典
を
も
た
な
い
独
自
記
事
で
あ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
無

関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
記
事
の
自
在
さ
の
獲
得
が
、
〈
説
話
Ⅱ
物

語
〉
創
造
の
ひ
と
つ
の
源
泉
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
西
行
悲
恋
遁
世
説
話
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
ら
れ
て
い
る
。

『
盛
衰
記
』
は
、
Ａ
に
み
る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
記
事
の
事
実
性
・
信

愚
性
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
問
題
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
し
、

じ
っ
さ
い
、
事
実
考
証
的
態
度
で
こ
と
が
ら
を
か
た
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
『
盛
衰
記
』
の
書
記
の
基
本
に
か
か

わ
る
も
の
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
く
、
『
盛
衰
記
』
の
書
記
の
基
本
が
そ
こ

に
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
可
能
な
推
察
の
範

囲
内
に
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
の
一
異
本
と
し
て
の
『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
「
本
伝
」

（
Ⅱ
年
代
史
的
記
述
）
に
対
す
る
、
「
傍
系
説
話
」
〈
＊
Ⅲ
〉
と
い
う

ふ
く
ら
み
部
分
の
多
大
な
所
有
と
い
う
特
徴
に
お
い
て
、
『
盛
衰
記
』
固

Ｂ
、
さ
て
も

承
る
。
申
す
も
畏
れ
有
る
上
臆
女
房
を
恩
ひ
懸
け
ま
ゐ
ら
せ
た
り
け

る
を
、
「
阿
漕
ぎ
の
浦
ぞ
」
と
云
ふ
仰
せ
を
蒙
っ
て
恩
ひ
き
り
、
官

位
は
春
の
夜
見
果
て
ぬ
夢
と
恩
ひ
成
り
、
楽
栄
は
秋
の
夜
の
月
西
へ

と
准
へ
て
、
有
為
の
世
の
契
り
を
遁
れ
つ
つ
、
無
為
の
道
に
ぞ
入
り

に
け
る
。
（
後
略
）
。

西
行
発
心
の
起
こ
り
を
尋
ぬ
れ
ば
、
源
は
、
恋
ゆ
ゑ
と
ぞ

有
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
の
膨
大
な
ふ
く
ら
み
部
分
お
よ
び
源
氏

寄
り
の
記
事
部
分
を
そ
い
で
し
ま
え
ば
、
「
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
、
『
平

家
物
語
』
に
変
わ
り
は
な
い
」
〈
＊
配
〉
こ
と
に
な
る
。

Ａ
に
か
か
げ
た
「
讃
岐
の
院
の
事
」
は
、
い
ち
お
う
は
、
「
本
伝
」
た

る
年
代
史
的
記
述
の
わ
く
の
な
か
に
お
さ
ま
る
。
た
だ
し
、
「
崇
徳
院
追

號
」
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
記
事
の
み
が
「
本
伝
」
の
時
間
の
な
が
れ

（
「
安
元
三
年
七
月
」
）
に
の
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
記
事
量
は
、

わ
ず
か
一
行
あ
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
、
西
行
に
か
か
わ
る
記
事

Ａ
は
、
そ
の
「
本
伝
」
に
い
わ
ば
輪
つ
な
ぎ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
さ
ら
に
輪
つ
な
ぎ
さ
れ
る
Ｂ
の
「
西
行
悲
恋
遁
世
説
話
」
は
、
も
は
や

「
本
伝
」
に
直
接
関
与
的
な
位
置
に
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
盛
衰
記
』
と
い
う
書
記
の
特
徴
が
、
「
本
伝
」
を
か
た
り
つ
つ
、
意

図
的
に
、
目
下
の
叙
述
事
項
に
関
連
す
る
た
と
え
ば
先
例
と
し
て
の
和
漢

故
事
に
言
及
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
引
用
さ
れ
た
和
》
裸
故
事
に
関
連
的
な
記

事
を
付
加
す
る
、
と
い
う
こ
と
ろ
に
あ
る
こ
と
を
し
れ
ば
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

〈
説
話
Ⅱ
物
語
〉
が
輪
つ
な
ぎ
に
娃
猩
□
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
か
れ
の
文
体

的
特
鍛
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
輪
つ
な
ぎ
に
よ
る
『
盛
衰
記
』
の

文
体
は
、
和
漢
故
事
の
煩
墳
な
引
照
と
い
う
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
姿
勢
を

基
本
と
し
、
話
材
と
話
題
の
拡
散
を
い
と
わ
な
い
。
い
わ
ば
〈
饒
舌
の
文

体
〉
が
、
『
盛
衰
記
』
の
書
記
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

二
定
方
向
に
流
れ
る
時
間
」
を
「
途
中
で
懸
垂
」
さ
せ
、
「
そ
の
中
で

確
認
作
業
を
行
う
」
〈
＊
羽
〉
と
い
う
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
の
方
法
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を
さ
ら
に
お
お
は
ば
に
ふ
み
こ
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
ゆ
え
に
か
え
っ
て
自
身
の
文
体
を
〈
饒
舌
〉
に
し
て
し
ま
っ
た
『
盛
衰

記
』
固
有
の
「
確
認
作
業
」
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
「
表
現
の
質
の
問
題
」
と
し
て
、
ヨ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
」
に

か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
兵
藤
裕
己
は
、
「
部
分
を
敷
延
し
て
注
釈
を

加
え
る
姿
勢
」
と
い
う
、
『
大
平
記
』
に
共
通
す
る
『
盛
衰
記
』
の
性
格

が
、
「
注
釈
・
講
釈
」
を
「
ヨ
ム
」
こ
と
と
し
て
と
ら
え
た
「
中
世
的
な

ヨ
ミ
」
の
世
界
の
な
か
に
付
層
一
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ

て
い
る
〈
＊
皿
〉
。
す
る
と
、
『
盛
衰
記
』
の
〈
饒
舌
の
文
体
〉
と
は
、

「
ヨ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
」
が
み
ず
か
ら
の
方
法
と
し
て
採
用
し
た
書
記
言
語

で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
饒
舌
の
文
体
〉
が
、
ヨ
ミ
Ⅱ
注

釈
・
講
釈
」
を
と
お
し
て
自
己
増
殖
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己

増
殖
を
い
と
わ
な
い
結
果
が
〈
饒
舌
の
文
体
〉
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
己
増
殖
は
、
「
本
伝
」
か
ら
の
距
離
が
確
実
に

計
算
さ
れ
て
の
鎖
状
娃
猩
ロ
な
の
で
は
な
い
。
鎖
状
に
リ
ン
ク
さ
れ
た
く
説

話
Ⅱ
物
語
〉
は
、
「
本
伝
」
か
ら
は
い
ち
じ
る
し
く
距
離
を
も
つ
ば
あ
い

が
あ
り
〈
＊
筋
〉
、
全
体
と
し
て
、
「
本
伝
」
と
の
あ
い
だ
に
内
容
的
関

連
性
に
お
け
る
濃
淡
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
盛
衰
記
』
の
、

「
時
間
を
懸
垂
」
さ
せ
た
う
え
で
の
「
確
認
作
業
」
は
、
ヨ
ミ
の
テ
キ

ス
ト
」
が
許
容
し
た
拡
散
性
・
遠
心
性
の
な
か
に
、
語
り
の
『
平
家
』
と

は
く
つ
の
方
向
を
は
ら
ん
で
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
『
盛
衰
記
』
の
文
体
の
な
か
に
、
西
行
関
係
記
事
も
存
す

る
。Ａ
の
記
事
は
、
西
行
を
崇
徳
院
と
い
う
「
本
伝
」
に
関
係
づ
け
て
は
い

る
も
の
の
、
し
か
し
、
「
懸
垂
」
さ
せ
ら
れ
た
時
間
の
な
か
に
、
「
道
心

を
発
し
て
、
出
家
入
道
し
」
た
西
行
の
行
跡
を
お
も
に
『
山
家
集
』
に

よ
っ
て
百
嘘
構
成
し
た
「
注
釈
・
講
釈
」
Ⅱ
「
確
認
作
業
」
に
す
ぎ
な
い
。

「
中
比
の
す
ぎ
も
の
に
て
」
と
い
う
像
が
、
こ
こ
で
の
「
注
釈
」
に
お
け

る
西
行
の
位
置
で
あ
る
。

だ
が
、
西
行
の
出
家
が
、
あ
ら
た
め
て
Ｂ
の
よ
う
に
「
さ
て
も
西
行
巽
（

心
の
起
こ
り
を
尋
ぬ
れ
ば
」
と
書
き
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
こ
し
く

注
意
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
が
ら
の
起
源
に

か
え
っ
て
の
「
確
認
作
茎
〈
」
と
み
な
し
う
る
か
ら
だ
。
「
そ
も
そ
も
～

～
と
は
」
、
「
む
か
し
、
～
～
」
と
い
う
か
た
り
く
ち
を
冒
頭
に
使
用
し

つ
つ
、
異
朝
・
本
朝
の
準
拠
・
先
例
説
話
を
本
文
に
ま
き
こ
ん
で
し
ま
う

『
盛
衰
記
』
の
書
記
態
度
に
、
そ
れ
は
、
辮
戸
接
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
、

こ
と
が
ら
の
起
源
に
遡
行
し
て
「
起
こ
り
」
か
ら
「
注
釈
」
し
よ
う
と
す

る
『
盛
衰
記
』
の
一
態
度
を
認
め
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
『
山
家

集
』
に
よ
る
「
注
釈
」
を
お
え
た
『
盛
衰
記
』
の
言
語
が
、
「
中
比
の
す

き
も
の
」
西
行
を
、
〈
物
語
〉
の
起
源
に
か
え
し
て
「
講
釈
」
し
な
お
そ

う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
〈
物
語
〉
と
は
、
別
稿
で
の
べ
た
よ
う
に
〈
＊
閉
〉
、
〈
高
貴
の

女
人
へ
の
恋
Ⅱ
ハ
神
の
妻
へ
の
恋
〉
と
い
う
起
源
的
な
深
層
の
物
藷
類
型
を

ひ
そ
め
て
か
た
ら
れ
る
物
語
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
申
す
も
畏
れ
あ
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ろ
上
臆
女
房
」
へ
の
恋
と
い
う
か
た
ち
で
か
た
ら
れ
る
そ
の
〈
説
話
Ⅱ
物

語
〉
は
、
す
で
に
〈
伝
説
の
人
と
し
て
の
西
行
〉
が
、
か
の
業
平
の
と
お

い
後
膏
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
色
好
み
」
の
属
性
を
す
ら
も
賦
与
さ
れ
て

（
そ
れ
が
、
〈
高
貴
の
女
人
へ
の
恋
〉
と
し
て
か
た
ら
れ
た
の
だ
）
、
業

平
同
様
、
美
質
の
所
有
者
と
し
て
か
た
り
な
お
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
。
そ
れ
は
、
「
中
比
の
す
き
も
の
」
西
行
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
「
歌

聖
西
行
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
認
識
に
お
い
て
か
た
ら
れ
た
も
の
が

た
り
な
の
で
あ
る
。
「
西
行
悲
恋
遁
世
説
話
」
と
い
う
〈
説
話
Ⅱ
物
語
〉

の
生
成
は
、
「
歌
聖
西
行
」
の
過
し
か
た
の
中
惜
岸
的
な
あ
ら
わ
れ
な
の
で

あ
っ
た
。
『
盛
衰
記
』
の
〈
饒
舌
の
文
体
〉
が
あ
や
つ
る
書
記
特
性
は
、

そ
の
よ
う
な
物
語
を
も
矛
盾
な
く
自
己
の
文
体
に
と
り
こ
み
う
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
＊
１
〉
引
用
は
、
増
補
史
料
大
成
配
『
台
記
。
｜
』
臨
川
書
店
に
よ
る
。
以
下

同
じ
。

〈
＊
２
〉
松
本
昭
彦
「
貴
族
日
記
の
中
の
自
画
像
」
『
國
語
國
文
』
駆
巻
、
号
、
平

成
５
．
ｍ
。

〈
＊
３
〉
『
台
記
』
の
記
述
は
、
繁
簡
お
び
た
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
「
七
日
庚
子
、

雨
降
、
不
出
行
」
（
保
延
二
年
十
二
月
七
日
）
と
い
う
一
行
も
あ
れ
ば
、
三
百
行

以
上
に
わ
た
る
長
文
も
存
す
る
（
同
年
同
月
九
日
）
。
「
頼
長
の
日
記
『
台
記
』

は
、
彼
が
強
烈
な
個
性
と
深
い
学
殖
の
持
主
で
あ
っ
た
蚤
め
、
す
こ
ぶ
る
生
彩
に

富
ん
で
い
る
し
、
表
現
ま
た
精
確
」
で
あ
る
、
が
、
「
但
し
、
主
観
的
な
記
述
や

解
釈
も
少
か
ら
ず
入
り
混
っ
て
い
る
」
（
増
補
・
史
料
大
成
『
台
記
百
「
解

題
」
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。

〈
＊
４
〉
『
台
記
』
は
、
し
ば
し
ば
、
「
仰
云
」
「
談
云
」
「
談
語
云
」
「
申
云
」

「
釆
云
」
な
ど
を
も
ち
い
て
こ
と
が
ら
を
記
述
す
る
。
そ
の
語
法
に
、
そ
の
よ
う

に
し
て
す
る
〈
現
場
の
記
録
〉
性
へ
の
か
た
む
き
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
お

も
わ
れ
る
。

〈
＊
５
〉
久
保
田
淳
『
山
家
集
入
門
』
Ｐ
．
、
有
斐
閣
。

〈
＊
６
〉
「
浄
土
を
願
う
気
持
に
心
も
空
に
な
る
」
（
後
藤
重
郎
・
新
潮
日
本
古
典
集

成
『
山
家
集
』
頭
注
）
、
ま
た
「
現
実
の
身
体
は
地
上
に
「
俗
」
の
ま
ま
繋
が
れ

て
い
る
の
に
、
「
心
」
だ
け
は
糸
を
断
ち
切
っ
た
気
球
の
よ
う
に
、
別
の
空
間
へ
、

仏
道
の
世
界
へ
上
昇
し
て
ゆ
く
の
を
、
こ
の
言
葉
の
奥
に
か
ん
じ
と
っ
て
い
い
の

で
は
な
い
か
。
」
（
高
橋
英
夫
『
西
行
』
Ｐ
・
訂
、
岩
波
書
店
）
と
い
う
理
解
が
あ

る
。
に
わ
か
に
し
た
が
え
な
い
。

〈
＊
７
〉
「
空
に
な
る
人
の
心
」
は
泉
式
部
に
用
例
が
あ
る
。
「
空
に
な
る
人
の
心
に
さ

さ
が
に
の
い
か
に
今
日
ま
た
か
く
て
薯
ら
さ
む
」
・
後
拾
遺
・
九
二
六
。

〈
＊
８
〉
久
保
田
淳
『
西
行
の
世
界
』
Ｐ
・
ね
、
日
本
放
送
出
版
協
会
。

〈
＊
９
〉
こ
の
歌
の
「
霞
」
に
、
「
あ
た
か
も
春
霞
の
よ
う
に
高
揚
し
た
時
」
（
久
保
田

淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
Ｐ
・
妃
、
東
大
出
版
会
）
と
い
う
理
解
は
困
難
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
西
行
が
「
霞
」
を
う
た
う
ば
あ
い
、
立
春
の
霞
、
春
の
し
る
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し
と
し
て
の
霞
、
煙
に
ま
が
う
霞
、
野
辺
の
霞
、
海
辺
の
霞
、
吉
野
の
霞
、
な
ど

を
主
題
と
す
る
、
お
お
か
た
は
伝
統
的
な
う
た
い
ぶ
り
を
し
め
す
。
な
か
に
一
首
、

「
た
ち
か
は
る
春
を
知
れ
と
も
見
せ
顔
に
年
を
へ
だ
つ
る
霞
な
り
け
り
」
（
『
山

家
集
』
四
、
『
心
中
集
』
一
五
九
、
『
御
裳
濯
』
十
一
番
左
）
が
あ
る
。
た
ん
に

擬
人
法
と
し
て
か
た
づ
け
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
「
意
志
」
す
る
霞
が
う
た
わ
れ

て
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
う
た
い
ぶ
り
が
、
西
行
の
「
霞
」
歌
の

基
本
的
性
格
を
し
め
す
の
で
は
な
い
。
「
空
に
な
る
心
」
に
立
つ
「
霞
」
も
、
特

に
「
意
志
」
す
る
霞
と
は
か
ん
が
え
な
い
で
よ
い
だ
ろ
う
。
『
西
行
物
語
絵
巻
・

詞
書
』
（
久
保
家
本
）
に
「
出
家
事
を
お
も
ひ
さ
だ
め
た
り
し
に
、
お
り
ふ
し
そ

ら
か
す
み
、
こ
笹
ろ
ぽ
そ
か
り
し
に
」
（
久
保
田
淳
編
『
西
行
全
集
』
に
よ
る
）

と
い
う
理
解
が
こ
の
歌
の
な
か
み
を
存
外
た
だ
し
く
い
い
あ
て
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

〈
＊
、
〉
後
藤
重
郎
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
山
家
集
』
七
二
四
歌
・
頭
注
。

〈
＊
ｕ
〉
「
数
な
ら
ぬ
身
」
を
歌
句
に
も
つ
歌
は
お
お
い
が
、
｜
首
が
「
数
な
ら
ぬ
身
」

と
「
心
」
を
同
時
に
詠
み
こ
む
も
の
は
、
俊
頼
歌
に
も
な
い
。
西
行
歌
を
の
ぞ
い

て
つ
ぎ
の
例
を
ひ
ろ
え
る
。
○
鋤
刎
凶
引
咽
副
は
心
だ
に
な
か
ら
な
む
恩
ひ
し
ら
ず

は
う
ら
み
さ
る
べ
く
（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
八
四
）
、
○
お
も
ひ
や
れ
創
刑
剰
剰
創

引
切
則
嘆
き
を
も
忘
る
る
ほ
ど
の
恋
の
心
を
（
久
安
百
首
・
九
五
二
）
、
○
報
謝
凹
引

則
刮
創
に
も
心
の
あ
り
顔
に
ひ
と
り
も
月
を
な
が
め
つ
る
か
な
（
千
載
集
・
恋
三
・

八
一
九
）
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
「
数
な
ら
ぬ
身
」
に
は
「
数
な
ら
ぬ
心
」
が
相

応
す
る
と
い
う
思
考
は
西
行
独
自
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
が
、
『
山
家

集
』
六
八
三
歌
の
ご
と
く
に
「
数
な
ら
ぬ
心
」
と
ひ
と
い
き
に
よ
み
お
お
せ
て
し

ま
う
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
の
な
か
に
、
西
行
の
独
自
な
詠
歌
姿
勢
は

み
て
と
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〈
＊
胆
〉
こ
の
歌
を
「
挨
拶
」
歌
と
す
る
に
つ
い
て
は
す
で
に
風
巻
景
次
郎
、
窪
田
章
一

郎
に
言
が
あ
る
。
風
巻
は
、
「
私
の
思
う
に
は
、
彼
の
恋
の
秘
密
の
、
は
じ
め
は

中
に
立
ち
、
後
に
は
中
を
割
く
の
に
立
ち
廻
っ
た
女
房
、
そ
う
し
た
関
係
者
に
対

す
る
こ
れ
は
挨
拶
で
あ
る
。
恋
の
相
手
の
そ
の
人
に
、
じ
か
に
は
出
せ
る
身
の
上

で
は
な
い
。
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
Ｐ
・
蛆
、
桜
楓
社
）
と
述
べ
、
窪
田
は
、
．
恩

ひ
知
る
べ
き
人
は
」
な
い
、
自
分
だ
け
の
思
い
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
汲

ん
で
、
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
ま
た
理
解
も
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
よ
う
な

余
情
が
、
詞
書
の
「
ゆ
か
り
あ
る
人
」
へ
の
挨
拶
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
」
と
の
べ
て
い
る
（
『
西
行
の
研
究
』
Ｐ
・
畑
、
東
京
堂
）
。
風
巻
が
西
行
の

「
恋
」
の
実
人
生
的
側
面
か
ら
せ
ま
く
こ
の
歌
を
解
し
て
い
る
に
対
し
、
窪
田
は
、

内
容
を
お
し
ひ
ろ
げ
て
理
解
し
て
い
る
、
と
い
う
相
違
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
窪

田
の
、
『
ゆ
か
り
あ
り
け
る
人
』
は
ど
う
い
う
人
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
鳥

羽
院
に
暇
乞
い
を
し
た
の
と
は
ち
が
っ
て
、
も
っ
と
私
的
関
系
に
、
こ
う
い
う
人

が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
、
そ
の
人
だ
け
を
対
象
と
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

も
う
す
こ
し
広
い
立
場
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
」
（
『
西
行
の
研
究
』
Ｐ
・
叩
）
と
い

う
理
解
が
支
持
で
き
る
。

〈
＊
田
〉
こ
の
歌
も
、
境
界
地
名
と
し
て
の
〈
中
山
〉
、
お
よ
び
〈
中
山
〉
と
い
う
語
の

嗽
・
象
徴
と
い
う
側
面
か
ら
よ
み
と
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
拙
稿
「
西
行
と
〈
中

山
と
（
『
日
本
文
学
』
羽
巻
担
号
、
平
成
２
．
ｍ
）
を
ご
参
照
願
え
れ
ば
さ
い
わ

い
で
あ
る
。

〈
＊
ｕ
〉
一
一
一
三
八
歌
に
つ
い
て
は
、
「
な
ぜ
こ
こ
に
配
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
点
か

ら
『
山
』
は
和
歌
の
道
、
『
杖
』
は
俊
成
、
『
入
る
人
』
は
西
行
」
と
い
う
解

の
可
能
性
も
し
め
さ
れ
て
い
る
（
後
藤
重
郎
・
新
潮
古
典
集
成
『
山
家
集
』
解
説

Ｐ・唖）。
〈
＊
咀
〉
寺
島
恒
世
「
歌
語
〈
奥
〉
考
」
白
國
語
國
文
』
昭
和
腿
・
皿
）
。
寺
島
論
文
は
、

「
心
の
奥
」
と
い
う
用
法
の
、
西
行
的
創
始
に
つ
い
て
ふ
れ
、
ま
た
、
歌
語
と
し

て
の
「
奥
」
の
消
長
を
た
ど
る
な
か
、
「
そ
も
そ
も
〈
奥
〉
は
、
方
向
で
も
場
所

で
も
な
い
不
可
視
、
さ
ら
に
は
不
可
知
な
、
限
定
不
能
の
〈
ど
こ
か
〉
を
指
す
」
、

「
い
ず
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
、
し
か
し
ど
こ
か
究
極
の
一
点
を
指
向
す
る
」
と
論

じ
て
い
る
。
な
お
、
「
汲
み
て
知
ら
る
る
」
も
の
は
「
心
の
底
」
・
「
心
の
う
ち
」
で

あ
っ
た
。
「
捌
引
司
畑
引
人
の
あ
ら
な
む
お
の
づ
か
ら
ほ
り
か
ね
の
ゐ
の
底
の
心

を
」
（
『
山
家
集
』
六
九
○
）
。
「
待
ち
つ
け
て
う
れ
し
か
る
ら
む
七
夕
の
心
の
う
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〈
＊
Ⅳ
〉
風
巻
景
次
郎
『
全
集
』
第
８
巻
Ｐ
・
肥
、
桜
楓
社
。

〈
＊
岨
〉
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
Ｐ
・
虹
、
東
大
出
版
会
。

〈
＊
⑬
〉
こ
の
〈
事
実
〉
比
定
の
認
証
作
業
は
、
く
る
べ
き
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
の

だ
と
お
も
う
。
も
っ
と
も
あ
た
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
五
味
文
彦
『
藤
原
定
家
の

時
代
』
に
、
従
来
の
美
福
門
院
説
や
有
力
視
さ
れ
た
「
侍
賢
門
院
璋
子
」
説
を
否

定
し
、
「
上
西
門
院
」
説
の
可
能
性
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
（
Ｐ
・
皿
～
配
、
岩

ち
ぞ
割
一
回
Ⅱ
Ⅵ
引
創
。
」
（
『
山
家
集
』
二
六
二
）
な
ど
。
た
だ
し
、
「
心
の
底
」
も
、

「
掘
り
か
ね
」
る
も
の
で
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
（
六
九
○
番
）
。

〈
＊
焔
〉
窪
田
章
一
郎
『
西
行
の
研
究
』
Ｐ
・
唖
、
東
京
堂
。

〈
＊
即
〉
⑥
は
未
詳
な
が
ら
、
現
存
西
行
歌
に
典
拠
を
見
い
だ
せ
な
い
。

〈
＊
皿
〉
坂
口
玄
章
『
平
家
物
語
の
説
話
的
考
察
』
で
は
、
「
主
要
説
話
」
と
「
従
属
説

話
」
（
Ｐ
・
ね
、
昭
森
社
）
、
佐
々
木
八
郎
『
平
家
物
語
の
達
成
』
で
は
、
「
本
系

的
叙
述
」
と
「
関
連
的
叙
述
」
（
Ｐ
・
腿
、
明
治
書
院
）
、
と
よ
び
わ
け
ら
れ
て
い

〈
＊
配
〉
『
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
『
源
平
盛
豈

〈
＊
羽
〉
松
尾
葦
江
「
覚
一
本
平
家
物
語
に
お
け
る
方
法

の
時
間
・
そ
の
三
」
『
平
家
物
語
論
究
』
１
９
８

〈
＊
皿
〉
兵
藤
裕
己
『
語
り
物
序
説
』
Ｐ
・
唖
、
有
精
堂
。

〈
＊
露
〉
た
と
え
ば
、
巻
七
の
８
～
巻
八
の
２
、
の
ば
あ

題
的
連
関
に
よ
っ
て
、
本
朝
・
異
朝
の
先
例
故
事

〈
＊
露
〉
た
と
え
ば
、
巻
七
の
８
～
巻
八
の
２
、
の
ば
あ
い
。
「
歌
の
功
徳
」
と
い
う
主

題
的
連
関
に
よ
っ
て
、
本
朝
・
異
朝
の
先
例
故
事
が
列
挙
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。

〈
＊
妬
〉
拙
稿
「
西
行
悲
恋
遁
世
説
話
の
基
層
」
白
日
本
文
学
』
妃
巻
３
号
、
平
成
５

・
３
）
を
ご
参
照
ね
が
え
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

定
し
、
「

波
書
店
）
。

る
。

（
昭
和
四
九
年
卒
業
上
越
教
育
大
学
言
語
系
助
教
授
）

〒
古
典
文
学
大
辞
典
』
『
源
平
盛
衰
記
苣
の
項
。

「
覚
一
本
平
家
物
語
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
説
話
ｌ
平
家
物
語

｝
三
」
『
平
家
物
語
論
究
』
１
９
８
５
、
明
治
書
院
。

１７


