
第
三
章
　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
論

297

　
第
三
章
で
は
、「
掃は
い
ず
み墨

物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
以
下
、
本
章
で
は
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
を
、
絵
巻
と
す
る
）。

　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
は
、
徳
川
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
二
巻
の
絵
巻
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
白お
し
ろ
い粉

と
間
違
え
て
眉ま
ゆ
ず
み墨

を
顔
に

塗
っ
て
し
ま
っ
た
姿
で
男
（
僧
）
と
対
面
し
た
娘
が
男
に
逃
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
契
機
に
出
家
し
遁
世
し
た
と
い
う
物
語
が
展
開
す
る
。

制
作
さ
れ
た
時
期
や
制
作
者
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
お
お
よ
そ
の
制
作
時
期
が
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
頃
と

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
や
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
比
べ
れ
ば
著
名
で
は
な
い
。
し
か

し
絵
巻
を
、
女
性
像
の
「
ざ
ら
つ
き
」
を
起
点
に
読
み
解
く
と
い
う
本
書
の
趣
旨
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
大
変
興
味
深
い
内
容
と
な
っ

て
い
る
。

　
こ
の
絵
巻
を
考
察
す
る
上
で
起
点
と
す
べ
き
表
現
上
の
「
ざ
ら
つ
き
」
は
、
眉
墨
を
塗
っ
た
女
性
の
黒
い
顔
が
文
字
通
り
絵
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
［
口
絵
9
］。
美
し
い
着
物
を
着
た
女
性
の
顔
の
全
面
が
、
こ
の
よ
う
に
黒
く
描
か
れ
る
の
は
珍
し
い
。

物
語
の
通
り
で
あ
る
と
は
言
え
、
な
ぜ
そ
れ
を
絵
と
し
て
も
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
黒
い
顔
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
女
性
に
対
面
し
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
僧
な
の
だ
ろ
う
。
僧
が
女
性
と
夜
密
会
し
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
絵
巻
の
絵
は
、
細
部
ま
で
大
変
丁
寧
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
様
式
に
類
す
る
絵
が
他
に
見
出
さ
れ
な
い
た
め
、

絵
の
様
式
的
特
徴
か
ら
絵
師
や
制
作
時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
は
難
し
く
、
こ
れ
ま
で
の
絵
巻
研
究
の
中
で
は
傍
流
に
置
か
れ
て
き
た
。
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巻
」
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
絵
巻
全
体
の
内
容
を
概
観
し
た
後
、
注
目
す
べ
き
絵
や
詞

書
の
表
現
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
の
絵
巻
が
何
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
第
一
節
　
絵
巻
の
内
容
と
表
現

　
ま
ず
、
二
巻
か
ら
な
る
こ
の
絵
巻
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
絵
巻
は
完
本
で
は
な
く
、
現
状
で
は
、
上
巻
に
絵
二
段
分
と
詞

書
一
段
分
が
［
3
］、
下
巻
に
は
詞
書
二
段
分
と
絵
一
段
分
が
入
っ
て
い
る
。
現
状
の
こ
の
絵
巻
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

上
巻
　
第
一
段
　
絵

　
　
　
第
二
段
　
詞
書

　
　
　
　
　
　
　
絵

下
巻
　
　
　
　
　
詞
書
〈
甲
〉

　
　
　
　
　
　
　
詞
書
〈
乙
〉

　
　
　
　
　
　
　
絵
（
詞
書
〈
甲
〉
に
対
応
す
る
絵
）　

　
な
お
、
こ
の
絵
巻
の
カ
ラ
ー
の
全
図
は
、『
徳
川
美
術
館
名
品
集
1
　
絵
巻
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
本
章
の
挿
図
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
は
作
品
名
は
記
さ
ず
、

「
○
巻
第
○
段
」
と
の
み
記
す
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
下
巻
の
詞
書
の
文
言
か
ら
、
仏
教
帰
依
を
説
く
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
絵
巻
に
描
か
れ

た
絵
の
意
味
を
、
他
の
絵
や
物
語
、
仏
教
説
話
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
、
詞
書
の
文
言
の
意
図
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
仏
教

帰
依
を
勧
め
る
内
容
で
は
な
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
女
性
の
黒
い
顔
か
ら
問
題
を
探
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
の
絵
巻
が
、

中
世
に
お
け
る
女
性
を
不
浄
と
す
る
仏
教
の
考
え
方
に
抗
い
、
そ
れ
を
読
み
替
え
て
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
も
っ
て
作
ら
れ

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
絵
巻
は
、
梅
津
次
郎
氏
の
「
徳
川
美
術
館
の
掃
墨
絵
に
つ
い
て
」（
一
九
五
八
年
）
と
い
う
論
文
の
中
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た

［
1
］。
梅
津
氏
は
こ
の
絵
巻
の
物
語
が
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
中
の
「
は
い
ず
み
」（
眉
墨
の
意
）
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
し
、
こ
の
絵
巻
を
「
掃
墨
絵
」
と
命
名
し
た
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、
こ
の
梅
津
氏
の
ほ
か
、
寺
本
直
彦
氏
、
原
槇
子
氏
ら
が
、

絵
巻
の
詞
書
の
内
容
や
、
顔
に
眉
墨
を
間
違
え
て
塗
っ
て
し
ま
う
話
の
類
話
を
紹
介
し
て
い
る
［
2
］。
類
話
と
し
て
は
、『
古
本
説

話
集
』
十
九
「
平
中
事
」
や
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
絵
巻
の
物
語
は
そ
れ
ら
を
ベ
ー

ス
に
し
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
墨
を
顔
に
間
違
え
て
塗
る
点
で
は
そ
れ
ら
の
話
と
共
通
し
て
い
て
も
、
話
の
内
容
と
し

て
は
他
に
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
こ
か
ら
こ
の
絵
巻
の
意
味
を
拓
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
絵
巻
の
絵
に
描
か
れ
た
女

性
の
表
現
の
意
味
を
探
求
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
絵
巻
に
は
も
っ
と
別
の
点
か
ら
読
む
べ
き
主
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
中
世
に
お
い
て
は
尼
の
立
場
も
低
く
な
り
、
女
人
禁
制
を
と
る
寺
院
も
多
く
な
っ
た
。
産
む
性
と
し
て
の
女
性
を
貶
め
、
母
で
あ

る
こ
と
を
罪
と
す
る
考
え
方
も
広
く
行
わ
れ
た
。
女
性
は
、
そ
の
身
の
ま
ま
で
は
往
生
で
き
な
い
と
す
る
「
竜
女
成
仏
」「
変
成
男

子
」
の
思
想
も
あ
る
。
ま
た
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
あ
る
よ
う
に
、
人
の
体
を
「
不
浄
」
な
も
の
と
し
、
不
浄
な
体
を
女
性
の
体

と
重
ね
て
見
る
見
方
も
広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
中
世
と
い
う
時
代
の
傾
向
で
あ
る
と
は
言
え
て
も
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る

主
張
が
見
ら
れ
る
反
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
黒
い
顔
で
男
性
と
対
面
し
た
女
性
が
出
家
し
遁
世
す
る
物
語
を
描
く
「
掃
墨
物
語
絵
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で
あ
る
。
そ
の
そ
ば
に
は
画
中
詞
が
あ
り
［
図
1
母
の
左
下
］、「
い
か
な
る
や
ら
ん
。
人
を
と
も
せ
ぬ
は
、
こ
の
御
ぜ
ん
の
物
な
れ
ぬ

人
に
て
何
と
あ
る
や
ら
ん
」
と
書
か
れ
、
母
の
胸
中
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
屋
外
を
見
る
と
、
部
屋
の
手
前
の
土
坡
の
と
こ
ろ
に
は
竹
が
勢
い
よ
く
伸
び
て
お
り
、
筍
も
頭
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
近
く
の
網

代
垣
の
と
こ
ろ
に
は
、
桃
色
の
多
弁
の
花
が
咲
い
て
い
る
［
図
5
］。
蕾
や
葉
、
枝
の
様
子
か
ら
「
さ
う
び
」
と
も
言
わ
れ
た
バ
ラ
の

よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
右
側
の
小
さ
な
水
景
の
と
こ
ろ
に
は
、
白
い
あ
や
め
の
花
が
咲
く
。
そ
の
上
方
に
あ
る
木
は
桜
で
あ
ろ
う
か
。

赤
い
さ
く
ら
ん
ぼ
の
よ
う
な
実
を
つ
け
て
い
る
［
図
4
］。
絵
の
始
ま
る
最
初
の
水
景
の
と
こ
ろ
に
は
、
赤
い
実
を
つ
け
た
藪
こ
う
じ

や
青
い
葉
の
も
み
じ
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
に
は
全
巻
を
通
し
、
様
々
な
季
節
の
植
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
段
で
は
冬

か
ら
夏
に
至
る
季
節
感
を
見
せ
る
植
物
が
配
さ
れ
、
景
色
を
彩
っ
て
い
る
。

上
巻
　
第
二
段
　
詞
書
の
内
容

　
こ
の
詞
書
に
は
、
以
下
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
娘
は
僧
が
帰
っ
て
く
る
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
母
が
障
子
を
開
け
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
僧
は
お
ら
ず
、

黒
い
鬼
が
一
人
だ
け
い
る
。
母
は
、
聖
が
来
て
い
た
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
鬼
が
来
て
我
が
娘
を
一
口
に
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
か

と
恐
ろ
し
く
悲
し
く
な
っ
て
、
倒
れ
て
し
ま
う
。
娘
は
自
分
の
顔
が
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
は
知
ら
ず
、
倒
れ
た
母
に
ど
う

し
た
の
か
と
問
う
。
そ
れ
が
娘
の
声
な
の
で
、
母
は
も
う
一
度
見
上
げ
る
の
だ
が
、
や
は
り
そ
こ
に
い
る
の
は
元
の
鬼
で
あ
る
。
娘

が
さ
ら
に
、
こ
れ
は
私
で
す
と
言
う
と
、
母
も
よ
う
や
く
娘
と
わ
か
り
、
そ
の
顔
は
ど
う
し
た
の
か
と
問
い
、
鏡
を
向
け
る
。
鏡
を

見
た
娘
は
、
自
分
が
鬼
に
な
っ
た
か
と
思
い
、
我
が
身
を
恐
れ
、
仰
向
け
に
倒
れ
た
。

　
よ
く
よ
く
心
を
し
ず
め
て
思
う
と
、
眉
墨
を
取
り
違
え
た
の
だ
と
わ
か
り
、
情
け
な
い
。
娘
は
顔
を
水
で
洗
い
、
僧
が
逃
げ
帰
っ

た
の
も
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
た
。
我
が
身
の
報
い
を
悔
い
悲
し
ん
だ
が
、
甲
斐
が
な
い
。

上
巻
　
第
一
段
　
絵
の
内
容

　
上
巻
は
絵
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
絵
に
対
応
す
る
詞
書
は
失
わ
れ
て
い
る
。

　
絵
は
、
な
だ
ら
か
な
土
坡
を
囲
む
よ
う
に
水
景
が
め
ぐ
り
、
手
前
に
山
並
み
が
配
さ
れ
る
景
色
か
ら
始
ま
る
［
図
1
］。
広
々
と
空

間
を
と
っ
た
そ
の
景
色
の
中
に
、
一
人
の
僧
が
前
の
め
り
に
転
ん
で
い
る
姿
が
右
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
［
図
1
右
側
］。
法
服
を
着

て
袈
裟
を
着
け
た
僧
で
あ
る
の
に
、
両
手
を
突
き
出
し
た
格
好
で
見
事
に
転
ん
で
い
る
［
図
2
］。
こ
の
僧
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
転
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
顔
に
目
鼻
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
顔
の
側
面
や
顎
に
あ
る
白
い
絵
具
が
落
ち
て
い
る
た
め
、
そ
の
目
鼻
は
下

描
き
線
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
左
の
方
に
目
を
移
す
と
家
屋
が
あ
る
。
室
内
に
は
灯
台
が
置
か
れ
て
お
り
、
夜
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
室
内
で
は
、
僧

と
若
い
女
性
が
二
人
き
り
で
対
面
し
て
い
る
［
図
3
］。
娘
は
、
僧
の
い
る
部
屋
と
は
違
う
隣
の
部
屋
の
畳
に
座
っ
て
お
り
、
境
の
障

子
を
開
け
て
顔
を
見
せ
て
い
る
。
桃
色
の
花
模
様
の
上
着
を
着
て
、
袖
に
入
れ
た
左
手
を
胸
元
に
や
り
、
科し
な

を
作
る
よ
う
な
仕
種
を

し
て
い
る
［
口
絵
9
］。
し
か
し
顔
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
全
面
が
黒
く
塗
ら
れ
、
眉
墨
を
白
粉
と
間
違
え
て
塗
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物

語
の
通
り
の
絵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
眉
の
と
こ
ろ
は
逆
に
白
く
な
っ
て
い
る
。
娘
は
、
僧
の
前
で
懸
命
に
か
わ
い
ら
し
く

装
っ
て
お
り
、
自
分
の
顔
の
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
一
方
の
僧
は
、
袈
裟
を
着
け
た
姿
で
畳
に
座
り
、
横
顔
を

見
せ
て
い
る
。
僧
は
、
娘
と
対
面
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
微
笑
み
も
せ
ず
、
顔
の
表
情
は
硬
い
よ
う
に
見
え
る
。
二
人
の
表
情

の
微
妙
な
違
い
が
気
に
か
か
る
。

　
先
に
僧
が
転
ん
で
い
た
の
は
、
こ
の
娘
の
黒
い
顔
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
絵
は
時
間
を
逆
行
さ
せ
、
こ
の
娘
を
見
た
僧
が
逃
げ
て
行

く
姿
が
、
絵
の
始
ま
る
と
こ
ろ
に
、
右
向
き
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
二
人
が
対
面
し
て
い
る
部
屋
は
檜
皮
葺
き
の
主
屋
の
中
で
あ
る
が
、
そ
の
手
前
に
は
、
板
葺
き
屋
根
の
別
棟
の
部
屋
が
あ
り
、
そ

こ
に
娘
の
母
と
思
わ
れ
る
年
配
の
尼
が
座
し
て
い
る
［
図
1
左
端
］。
母
は
笑
顔
を
見
せ
な
が
ら
も
二
人
の
方
を
気
遣
っ
て
い
る
様
子
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図 1	 掃墨物語絵巻　上巻第 1段　徳川美術館蔵
	 ©徳川美術館イメージアーカイブ /DNPartcom（以下、掃墨物語絵巻に関しては同様）

図 3	 上巻第 1段

図 2	 上巻第 1段

図 5	 上巻第 1段 図 4	 上巻第 1段
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て
い
る
。
そ
の
部
屋
の
左
側
の
す
ぐ
外
に
は
、
丸
く
青
々
と
し
た
葉
を
た
く
さ
ん

つ
け
た
植
物
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
は
萩
で
あ
ろ
う
か
。
葉
の
一
枚

一
枚
の
す
べ
て
が
金
泥
線
で
く
く
ら
れ
丁
寧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

屋
外
に
は
夏
か
ら
秋
の
植
物
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
娘
が
顔
を
洗
う
部
屋
の
障

子
に
は
、
雪
景
色
に
番
の
鴛
鴦
が
二
組
描
か
れ
て
お
り
、
屋
外
と
は
違
う
風
情
を

見
せ
て
い
る
［
図
11
］。

図 6	 上巻第 2段

図 7	 上巻第 2段

上
巻
　
第
二
段
　
絵
の
内
容

　
こ
の
段
の
絵
も
、
山
並
み
が
遠
方
に
望
ま
れ
る
広
い
景
色
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
中
に
、
右
向
き
に
疾
走
す
る
僧
の
姿
が
描
か
れ
る

［
図
6
・
7
］。
近
く
に
は
、「
う
し
ろ
よ
り
鬼
の
お
い
か
ゝ
る
心
地
の
す
る
ぞ
や
。
南
無
帰
依
仏
、
南
無
帰
依
法
、
南
無
帰
依
僧
」
と

画
中
詞
が
書
か
れ
、
鬼
が
追
い
か
け
て
く
る
か
と
恐
れ
て
走
る
僧
の
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
段
の
僧
と
同
じ
僧
で
あ

ろ
う
。
転
ん
だ
後
、
さ
ら
に
走
っ
て
逃
げ
て
行
く
姿
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
絵
の
左
方
に
は
苔
が
生
え
破
れ
た
築
地
塀
が
あ
り
、
そ
の
左
に
は
娘
の
住
む
家
屋
が
再
び
描
か
れ
る
［
図
8
］。
檜
皮
葺
き
の
屋
根

に
も
苔
が
生
え
て
お
り
、
靴
脱
ぎ
の
板
の
台
は
は
ず
れ
、
全
体
に
家
屋
の
古
び
た
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
家
屋
の
中
に
、

娘
は
三
回
描
か
れ
る
。
一
回
目
は
、
娘
の
黒
い
顔
を
見
て
驚
き
倒
れ
て
い
る
母
に
娘
が
近
づ
き
、
ど
う
し
た
の
か
と
問
う
て
い
る
と

こ
ろ
［
図
9
］。
二
回
目
は
、
起
き
上
が
っ
た
母
が
娘
に
鏡
を
差
し
出
し
、
そ
の
顔
を
自
分
で
見
る
よ
う
に
し
む
け
、
娘
の
方
が
そ
れ

を
見
て
倒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
［
図
10
］。
こ
の
母
と
娘
の
上
下
に
も
画
中
詞
が
あ
り
、
母
の
言
葉
と
し
て
「
す
は
か
ゞ
み
に
て
顔
ご
覧

ぜ
よ
」、
娘
の
言
葉
と
し
て
「
あ
れ
は
何
ぞ
や
、
誠
に
鬼
に
な
り
て
候
か
や
。
心
は
い
ま
だ
人
に
て
候
物
を
。
あ
ら
お
そ
ろ
し
〳
〵
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
三
回
目
の
娘
の
姿
は
、
こ
の
母
屋
と
は
別
棟
に
な
っ
て
い
る
部
屋
の
中
に
描
か
れ
る
［
図
11
］。
娘
は
角
盥
を
前
に
し
、

水
で
顔
の
墨
を
洗
い
落
と
し
て
い
る
。
袖
の
た
も
と
を
押
さ
え
水
を
掬
う
仕
草
は
、
柔
和
で
美
し
い
。
角
盥
と
水
差
に
金
蒔
絵
で
花

の
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
場
面
が
丁
寧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
白
く
美
し
い
顔
と
な
っ
た
娘
の

顔
を
よ
く
見
る
と
、
眉
が
描
か
れ
て
い
な
い
［
口
絵
10
］。
眉
が
描
か
れ
な
い
引
目
鉤
鼻
の
美
人
の
顔
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
屋
敷
の
外
に
は
、
多
く
の
草
花
や
花
木
が
配
さ
れ
て
い
る
。
主
屋
の
庭
を
囲
む
塀
の
と
こ
ろ
に
は
［
図
8
の
右
端
上
部
］
赤
い
花

と
若
い
実
を
付
け
た
ざ
く
ろ
の
木
が
、
主
屋
の
手
前
に
は
か
ん
ぞ
う
や
菊
と
い
っ
た
草
花
が
、
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
主
屋

の
背
後
、
屋
根
の
上
か
ら
は
白
い
花
を
つ
け
た
木
が
覗
き
、
娘
が
顔
を
洗
っ
て
い
る
部
屋
の
後
ろ
に
は
、
桔
梗
が
垣
の
内
側
に
咲
い
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図 8	 上巻第 2段　

図 11	 上巻第 2段

図 9	 上巻第 2段

図 10	 上巻第 2段
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子
ど
も
が
横
に
な
っ
て
稲
穂
の
束
や
刈
田
の
方
に
目
を
向
け
て
い
る
。
番
を
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
山
深
い
里
の
情
景
は
、
小
野
の
景
色
を
見
せ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

　
続
く
絵
に
は
、
山
深
い
景
色
か
ら
は
一
転
し
て
、
池
に
鴛
鴦
が
遊
び
、
白
砂
に

松
が
配
さ
れ
る
庭
の
あ
る
屋
敷
が
描
か
れ
る
［
図
15
、
口
絵
11
］。
池
に
は
檜
皮
葺
き

の
泉
殿
が
張
り
出
し
、
中
央
に
は
広
い
仏
堂
が
あ
る
。
こ
の
仏
堂
の
屋
根
は
板
葺

き
で
あ
る
が
、
縁
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
高
欄
は
竹
で
で
き
て
お
り
、
瀟
洒
な
様
子
を

図 12	 下巻

図 14	 下巻

図 13	 下巻

下
巻
　
詞
書
〈
甲
〉
の
内
容

　
こ
の
段
の
詞
書
で
は
、
物
語
の
筋
を
語
る
の
で
は
な
く
、
臨
終
に
向
け
て
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
が
長
々
と
語
ら
れ

る
。
そ
の
最
初
に
は
「
あ
は
れ
、
人
は
何
事
も
か
ね
て
用
意
あ
る
べ
き
こ
と
か
な
。
こ
れ
も
其
日
と
き
ゝ
た
ら
ば
、
な
い
〳
〵
用
意

あ
り
て
、
屛
風
あ
ぶ
ら
な
ど
を
支
度
し
て
、
身
を
も
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
て
居
た
ら
ば
、
時
に
あ
た
り
て
、
あ
は
て
け
ん
越
度
は
な
か
ら

ま
し
」
と
書
か
れ
、
続
け
て
、「
解
脱
上
人
」「
禅
師
」「
天
台
大
師
」
な
ど
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
無
常
を
知
る
こ
と
が
い
か

に
重
要
で
あ
る
か
が
記
さ
れ
て
い
く
。
物
語
の
筋
と
は
直
接
関
係
の
な
い
内
容
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
詞
書
の
最
後
に
は
、
物
語
の
続
き
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
理
を
思
い
知
っ
た
娘
は
出
家
し
、
ふ
る
さ
と

を
出
て
、
縁
を
頼
り
北
山
の
小
野
と
い
う
山
里
に
母
と
と
も
に
移
り
住
み
、
後
の
世
の
勤
め
を
し
た
、
と
。

下
巻
　
詞
書
〈
乙
〉
の
内
容

　
こ
の
詞
書
は
そ
の
内
容
か
ら
、
本
来
こ
こ
に
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
母
は
で
き
る
こ
と
も
な
く
、
娘
の
こ
と
を
思
い
泣
く
ほ
か
は
な
い
。
あ
の
聖
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
言
い
た
い

と
も
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
恐
ろ
し
く
思
う
。
ま
た
も
し
も
聖
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ら
化
け
物
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
と
、
一

途
に
身
の
ほ
ど
を
思
い
知
り
、
や
り
よ
う
が
な
い
。

　
こ
の
詞
書
は
、
現
状
の
上
巻
第
二
段
と
下
巻
の
間
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

下
巻
　
絵
の
内
容

　
下
巻
の
絵
は
、
下
巻
の
詞
書
〈
甲
〉
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
絵
は
、
雌
鹿
が
五
頭
配
さ
れ
る
山
々
を
背
景
に
、
刈
田
が
広
が
り
、

実
っ
た
稲
穂
を
束
に
し
て
運
ぶ
人
や
牛
が
な
だ
ら
か
な
斜
面
を
歩
く
情
景
か
ら
始
ま
る［
図
12
〜
14
］。
藁
を
屋
根
に
し
た
仮
小
屋
に
は
、
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図 15	 下巻

見
せ
て
い
る
。
そ
の
仏
堂
の
中
で
娘
は
剃
髪
さ
れ
て
い
る
［
図
16
］。
娘
は
こ
の

広
々
と
し
た
仏
堂
の
中
央
で
、
両
脇
に
い
る
二
人
の
僧
に
見
守
ら
れ
、
正
面
を

向
き
合
掌
し
て
座
り
、
剃
髪
さ
れ
て
い
る
。
近
く
に
は
母
の
尼
も
い
て
袖
を
目

に
当
て
て
泣
い
て
い
る
［
図
16
右
端
］。
仏
堂
の
左
に
は
、
中
央
に
囲
炉
裏
が
切

ら
れ
長
床
や
押
板
の
あ
る
会
所
の
よ
う
な
部
屋
が
続
く
。
外
で
は
紅
葉
の
葉
が

色
づ
き
、
す
す
き
や
菊
、
女
郎
花
、
萩
、
り
ん
ど
う
な
ど
、
秋
の
花
が
咲
い
て

い
る
。

　
霞
を
隔
て
さ
ら
に
そ
の
左
に
、
絵
巻
の
最
終
場
面
と
し
て
、
庵
の
中
で
娘
と

母
が
隠
遁
生
活
を
送
る
様
子
が
描
か
れ
る
［
図
17
、
口
絵
12
］。
庵
の
手
前
に
は
小

川
が
流
れ
、
そ
こ
に
架
か
る
橋
を
薪
と
籠
を
手
に
し
た
母
尼
が
渡
っ
て
い
る

［
図
17
右
端
］。
そ
し
て
庵
の
中
を
見
る
と
、
二
人
は
向
か
い
合
っ
て
火
桶
の
よ

う
な
も
の
を
扱
っ
て
い
る
［
図
18
］。
娘
の
扱
っ
て
い
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

母
尼
の
前
に
あ
る
火
桶
と
は
形
が
異
な
っ
て
い
る
。
母
尼
は
笑
顔
で
あ
り
、
画

中
詞
に
書
か
れ
た
二
人
の
会
話
の
内
容
は
楽
し
げ
だ
。
し
か
し
外
は
凍
て
つ
く

よ
う
な
雪
景
色
で
あ
る
。
枯
れ
枝
に
雪
が
積
も
り
、
筧
の
水
は
白
い
飛
沫
を
上

げ
て
落
ち
て
い
る
。
だ
が
、
枯
れ
た
よ
う
に
見
え
る
枝
の
先
に
は
赤
い
蕾
が
付

き
、
籬
に
は
赤
い
実
を
つ
け
た
植
物
が
絡
ん
で
い
る
。
清
冽
な
冬
の
情
景
の
中

に
、
こ
れ
ら
の
彩
り
が
添
え
ら
れ
て
、
二
人
の
生
活
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
下
巻
詞
書
〈
甲
〉
に
よ
れ
ば
、
娘
が
出
家
し
た
後
に
小
野
へ
行
っ
た
よ
う
に

図 16	 下巻
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第
二
節
　
女
性
の
黒
い
顔
が
意
味
す
る
も
の

娘
の
黒
い
顔

　
こ
の
絵
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
巻
第
一
段
の
絵
で
、
僧
と
対
面
し
て
い
る
女
性
の
顔
が
黒
く
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
眉
墨
と
白
粉
を
間
違
え
て
化
粧
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
に
沿
っ
た
表
現
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
絵
と
し
て
描
い
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
序
章
で
病
気
の
女
性
の
表
現
や
源
氏
物
語
絵
の
末
摘
花
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
詞
書
や
物
語

で
女
性
の
容
姿
の
負
の
様
相
が
語
ら
れ
て
い
て
も
、
絵
で
は
そ
れ
を
表
現
せ
ず
美
し
い
顔
で
描
く
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
絵
巻
で
な
ぜ
黒
い
顔
の
女
性
が
描
か
れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
顔
の
全
面
を
黒
く
描
く
絵
を
他

に
探
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
絵
は
、
既
存
の
絵
の
形
式
や
意
味
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
絵
が
、
何
ら
か
の
絵
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
絵
の
意
味
か
ら
黒
い
顔
の
意
味
を
探
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
顔
の
全
面
を
黒
く
描
く
絵
を
探
す
と
、
死
体
が
腐
り
、
鳥
獣
に
食
べ
ら
れ
、
骨
と
な
る
様
子
を
九
つ
の
体
の
変

化
（
九
相
）
と
し
て
描
く
九
相
図
に
行
き
当
た
る
。
九
相
図
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
の
第
三
節
で
も
述
べ
た
が
、
も
う
一
度
改
め
て

見
て
み
た
い
。

　
九
相
を
描
く
絵
は
、
中
世
を
通
し
て
数
多
く
描
か
れ
た
。
現
存
作
品
の
中
で
最
古
の
も
の
は
、
十
三
世
紀
後
半
の
作
と
さ
れ
る
聖
し
ょ
う

衆じ
ゅ

来ら
い
ご
う迎
寺
蔵
「
六ろ
く
ど
う道
絵え

」
十
五
幅
の
う
ち
の
「
人に
ん
ど
う道
不ふ

浄じ
ょ
う

相そ
う

幅
」
で
あ
る
［
5
］。
他
に
も
九
相
を
描
く
中
世
の
作
例
は
少
な
か
ら

ず
残
っ
て
い
る
［
6
］。
文
献
上
の
記
録
か
ら
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
供
養
の
醍
醐
寺
焰
魔
堂
の
壁
画
に
九
相
図
が
描
か
れ
て
い
た

こ
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
夢
窓
国
師
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
夢
窓
疎
石
は
自
ら
「
九
想
図
」
を
描
い
て
壁
に
掛
け
、
対
観
し

て
い
た
と
い
う
。
九
相
図
が
中
世
に
お
い
て
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

図 17	 下巻

図 18	 下巻

も
読
め
る
の
だ
が
［
4
］、
小
野
の
情
景
か
ら
始
ま
る
絵
の
中
に
剃
髪
場
面
が
あ
り
、

そ
れ
に
続
け
て
隠
遁
の
場
面
と
な
る
た
め
、
絵
は
娘
が
小
野
で
出
家
し
隠
遁
し
た

と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は
絵
の
表
現
を
踏
ま

え
、
娘
は
小
野
へ
行
き
出
家
、
剃
髪
し
た
と
捉
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
以
上
が
こ
の
絵
巻
の
概
要
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
絵
巻
が
何
を
見
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
の
か
、
上
巻
第
一
段
の
絵
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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現
存
す
る
最
古
の
九
相
図
で
あ
る
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
人
道
不
浄
相
幅
」（
十
三
世
紀
後
半
）
を
見
て
み
よ
う
［
図
19
〜
22
］。
描
か
れ
た

死
体
は
、
最
初
は
白
い
肌
を
し
衣
も
着
て
い
る
が
［
図
20
］、
二
、
三
、
四
番
目
の
体
で
は
、
裸
体
が
露
と
な
り
、
そ
の
皮
膚
は
黒
く

変
色
し
、
ガ
ス
が
た
ま
っ
て
膨
ら
み
［
図
21
］、
膿
血
の
吹
き
出
た
状
態
と
な
り
［
図
22
］、
五
、
六
番
目
で
は
干
か
ら
び
て
蛆
虫
が
わ
き
、

七
番
目
で
は
肉
が
鳥
獣
に
食
わ
れ
、
八
、
九
番
目
で
は
体
が
断
片
に
な
り
白
骨
化
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
言
え
ば
、
二
、
三
、
四
番

目
の
黒
い
皮
膚
の
身
体
が
［
図
21
・
22
］、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
娘
の
イ
メ
ー
ジ
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
皮
膚
の
色
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
娘
の
表
現
は
、
九
相
図
の
意
味
と
関
わ
ら
せ
て
読
み
解
く
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
以
下
長
く
な
る
が
、
九
相
図
や
九
相
図
に
関
わ
る
不
浄
観
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
詳
し
く
見
る
こ

と
と
し
た
い
。
そ
の
後
、
絵
巻
の
考
察
に
戻
る
こ
と
と
す
る
。

九
相
図
と
不
浄
観

　
九
相
図
と
は
何
を
表
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
九
相
図
が
見
せ
る
体
の
不
浄
に
つ
い
て
言
葉
で
述
べ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、『
摩
訶
止
観
』（
智
顗
の
講
述
の
筆
録
、
五
九
四
年
）
や
『
往
生
要
集
』（
源
信
筆
、
九
八
五
年
）、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
引
用
し
語
り
継
い

だ
『
宝
物
集
』（
平
安
時
代
末
期
）
や
『
発
心
集
』『
閑
居
友
』（
鎌
倉
時
代
）
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
後
世
様
々

な
テ
ク
ス
ト
や
絵
が
作
ら
れ
る
際
に
も
参
照
さ
れ
た
『
往
生
要
集
』
の
「
厭
離
穢
土
」
の
「
人
道
」
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
［
7
］。

　
人
の
体
に
は
骨
や
筋
、
肉
、
気
脈
、
関
、
毛
孔
、
脈
、
血
、
五
臓
や
六
腑
等
が
あ
る
た
め
、
不
浄
で
あ
る
。
そ
れ
は
海
水
を
傾
け

て
洗
っ
て
も
浄
ら
か
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
不
浄
で
あ
る
。
不
浄
な
体
は
死
後
捨
て
ら
れ
る
と
、
青
瘀
に
変
じ
臭
く
爛
れ
、
膿
血
が
流

れ
出
て
、
野
獣
に
食
わ
れ
、
蛆
虫
が
わ
き
、
白
骨
と
な
っ
て
い
く
、
と
。
す
な
わ
ち
、
生
き
て
い
る
体
の
不
浄
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ

ら
れ
、
死
後
、
体
が
腐
敗
し
そ
の
不
浄
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
を
読
み
進
め
る
と
、
男
女
の
愛

図 19	 人道不浄相幅　六道絵のうち　
	 聖衆来迎寺蔵

図 20	 人道不浄相幅　新死相

図 21	 人道不浄相幅　脹相

図 22	 人道不浄相幅　壊相
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け
る
対
象
と
し
て
、
か
つ
、
そ
れ
に
さ
え
値
し
な
い
不
浄
な
も
の
と
し
て
冷
た
く
ま
な
ざ
す
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
女

性
の
体
を
見
る
こ
と
が
、「
不
浄
観
」
を
な
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

男
性
僧
侶
が
不
浄
観
を
な
す
例

　
九
相
図
で
は
男
性
の
不
浄
観
の
対
象
で
あ
る
女
性
身
体
は
、
死
体
と
し
て
、
絵
と
し
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
そ
の
よ
う
な

不
浄
観
を
、
生
き
た
女
性
に
対
し
て
男
性
が
な
す
様
を
、
文
芸
の
中
で
語
る
例
も
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
話
を
見
て
み
た
い
。

　
鴨
長
明
（
一
一
五
五
？
〜
一
二
一
六
）
が
著
し
た
『
発
心
集
』
四
─
六
「
玄
賓
、
念
を
亜
相
の
室
に
係
く
る
事
　
不
浄
観
の
事
」
で
は
、

玄
賓
と
い
う
僧
が
、
愛
執
を
も
っ
た
女
性
を
前
に
し
て
不
浄
観
を
な
し
淫
欲
を
抑
え
た
話
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り

で
あ
る
。
玄
賓
は
大
納
言
の
北
の
方
の
姿
を
見
て
愛
執
を
覚
え
心
が
惑
い
、
大
納
言
に
そ
れ
を
言
う
と
、
大
納
言
は
承
知
し
て
、
北

の
方
と
二
人
だ
け
で
会
え
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
。
玄
賓
は
、
そ
の
場
に
臨
み
、
美
し
く
繕
っ
た
北
の
方
と
会
う
。
し
か
し
玄
賓
は

北
の
方
を
一
時
ば
か
り
（
二
時
間
ほ
ど
）
つ
く
づ
く
と
見
た
だ
け
で
、
何
も
せ
ず
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
玄
賓
が
こ
の
と
き
「
不

浄
を
観
じ
て
、
其
の
執
を
ひ
る
が
へ
す
な
る
べ
し
」、
つ
ま
り
不
浄
を
観
じ
て
執
着
心
を
克
服
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

大
納
言
は
こ
れ
に
よ
り
ま
す
ま
す
玄
賓
を
敬
っ
た
と
い
う
。

　『
閑
居
友
』（
一
二
二
二
年
）
の
下
―
九
「
宮
腹
の
女
房
の
、
不
浄
の
姿
を
見
す
る
事
」
で
は
、
僧
侶
が
あ
る
宮
腹
の
女
房
に
恋
心
を

抱
き
、
そ
れ
を
女
に
打
ち
明
け
る
。
す
る
と
女
は
僧
と
会
う
約
束
を
す
る
も
の
の
、
や
っ
て
き
た
僧
の
前
で
自
分
の
体
が
不
浄
で

あ
る
こ
と
を
自
ら
見
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
女
性
が
自
分
の
身
に
つ
い
て
、「
こ
の
身
の
あ
り
さ
ま
、
臭
く
穢
ら
は
し
き
事
、

譬
え
て
い
は
ん
か
た
な
し
。
頭
の
中
に
は
脳
髄
間
な
く
湛
へ
た
り
。
膚
の
中
に
、
肉
・
骨
を
纏
へ
り
。
す
べ
て
、
血
流
れ
、
膿
汁
垂

り
て
、
一
も
近
付
く
べ
き
事
な
し
。
し
か
あ
る
を
、
さ
ま
〴
〵
の
外
の
匂
を
傭
ひ
て
、
い
さ
ゝ
か
そ
の
身
を
飾
り
て
侍
れ
ば
、
何
と

な
く
心
に
く
き
さ
ま
に
侍
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
思
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
女
性
は
、
僧
の
前
で
、
毎
日
の
化
粧
を

欲
の
こ
と
に
話
が
及
ぶ
。
体
内
の
不
浄
を
知
ら
な
け
れ
ば
愛
欲
を
強
く
抱
く
が
、
美
し
く
装
っ
た
体
も
「
一
聚
の
屎
に
、
粉
も
て
そ

の
上
を
覆
へ
る
が
如
く
、
ま
た
爛
れ
た
る
屍
に
、
仮
り
に
繒
彩
を
著
せ
た
る
が
如
」
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
淫
欲
は
止
む

と
す
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、
不
浄
の
体
に
は
身
を
近
づ
け
て
は
い
け
な
い
、
抱
擁
し
て
淫
ら
な
快
楽
に
溺
れ
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か

だ
、
淫
欲
を
向
け
る
体
が
い
か
に
不
浄
で
あ
る
か
を
想
う
こ
と
、
つ
ま
り
不
浄
観
を
な
す
こ
と
が
淫
欲
に
対
す
る
薬
と
な
る
、
と
し

て
い
る
［
8
］。

　
九
相
図
は
、
こ
の
よ
う
な
体
の
不
浄
を
、
死
後
の
体
の
変
化
を
描
く
こ
と
に
よ
り
見
せ
、
男
性
の
淫
欲
を
戒
め
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。「
人
道
不
浄
相
幅
」
に
貼
ら
れ
た
色
紙
型
に
も
、「（
前
略
）
未
見
此
相
愛
染
甚
強
若
見
此
已
欲
心
都
罷
」
と
書
か
れ
て

い
る
。『
往
生
要
集
』
で
は
こ
の
よ
う
な
体
の
不
浄
を
女
性
に
限
っ
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
人
道
不
浄
相
幅
」
を
は
じ

め
と
す
る
絵
に
描
か
れ
た
様
々
な
九
相
図
に
お
い
て
は
、
死
ん
で
腐
っ
て
い
く
体
は
女
性
の
体
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
［
9
］。
そ
れ

は
、
体
の
不
浄
を
女
性
の
も
の
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
男
性
の
一
方
的
視
線
の
も
と
に
、
九
相
図
が
制
作
さ
れ
享
受
さ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
［
10
］。

　
で
は
、
九
相
図
の
女
性
身
体
は
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
人
道
不
浄
相
幅
」
を
見
る
と
［
図
19
］、
死
体
は
野

に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
最
上
部
の
新
死
相
を
見
る
と
［
図
20
］、
死
者
は
若
い
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

体
に
は
着
物
が
一
枚
頼
り
な
く
掛
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
胸
は
は
だ
け
ら
れ
、
両
足
先
も
露
に
さ
れ
、
白
い
肌
の
肉
体
が
見

え
て
い
る
。
第
二
、
第
三
、
第
四
番
目
の
相
で
は
、
肌
が
黒
く
変
色
し
た
体
が
、
ほ
ぼ
全
裸
と
い
え
る
形
で
表
現
さ
れ
、
胸
も
、
死

ん
で
膨
張
し
た
た
め
と
は
い
え
豊
満
に
表
さ
れ
て
い
る
［
図
21
・
22
］。
第
七
番
目
の
相
で
は
、
真
っ
白
な
肉
体
に
四
匹
の
犬
が
群
が

り
足
で
体
を
押
え
付
け
、
局
部
や
胸
の
肉
を
頬
張
っ
て
い
る
。
犬
が
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
内
部
の
血
や
肉
が
赤
く
表
さ
れ
生
々

し
い
。
こ
の
絵
で
は
こ
の
よ
う
に
、
た
っ
た
一
人
で
横
た
わ
る
若
い
女
性
の
体
が
、
性
的
か
つ
暴
力
的
な
酷
い
形
で
表
現
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
こ
の
女
性
へ
の
同
情
や
共
感
は
な
い
。
こ
の
絵
は
、
こ
の
絵
の
中
の
女
性
を
、
絵
の
前
に
い
る
者
が
、
性
的
欲
望
を
向
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る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
絵
の
僧
が
女
性
か
ら
微
妙
な
距
離
を
取
り
、
冷
た
い
視
線
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
の
も
、
こ
の
僧
が
娘
の
姿
を
見
つ
め
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。

　
不
浄
観
を
な
す
僧
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
画
の
他
の
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
「
二
河
白
道
図
」

で
あ
る
。
六
道
の
諸
相
が
描
か
れ
る
画
面
下
方
に
、
そ
の
場
面
は
あ
る
［
図
24
］。
そ
こ
に
は
、
筵
を
屋
根
に
し
た
よ
う
な
仮
小
屋
の

中
に
い
る
女
性
と
、
白
い
上
半
身
を
露
に
し
て
仰
向
け
に
横
た
わ
る
九
相
図
の
図
像
に
類
似
す
る
女
性
が
い
る
［
12
］。
犬
が
前
に
い

る
仮
小
屋
の
中
の
女
性
は
病
気
で
瀕
死
の
状
態
に
、
仰
向
け
の
女
性
は
死
ん
で
間
も
な
い
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
二
人
の
前

に
一
人
の
僧
が
描
か
れ
て
い
る
。
僧
は
二
人
を
前
に
し
な
が
ら
も
二
人
を
助
け
よ
う
と
は
せ
ず
、
少
し
距
離
を
置
い
て
二
人
の
方
に

顔
を
向
け
て
じ
っ
と
座
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
こ
の
僧
侶
が
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
［
13
］。
こ
の
僧
の
女

図 23	 上巻第 1段

図 24	 二河白道図　クリーブランド美術館蔵

止
め
、
た
だ
な
り
ゆ
く
に
ま
か
せ
て
い
た
ら
こ
う
い
う
姿
に
な
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
髪
が
け
ば
立
っ
て
乱
れ
鬼
の
よ
う
で
、
顔

も
青
や
黄
な
ど
斑
に
変
わ
り
足
も
汚
く
、
血
が
つ
い
た
衣
の
臭
気
も
ひ
ど
い
自
分
の
姿
を
曝
す
。
す
る
と
僧
は
、
そ
の
女
性
に
対
し

「
い
み
じ
き
友
に
逢
ひ
奉
り
て
、
心
を
な
ん
改
め
侍
ぬ
る
」
と
感
謝
し
、
車
に
乗
っ
て
帰
っ
た
と
さ
れ
る
。

　『
発
心
集
』
の
玄
賓
は
、
美
し
い
女
性
を
前
に
し
つ
つ
そ
の
体
に
不
浄
を
観
想
し
、『
閑
居
友
』
の
僧
侶
の
方
は
、
女
性
の
側
が
自

ら
の
体
の
不
浄
を
見
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
男
性
の
方
が
愛
欲
を
抱
い
て
女
性
の
と

こ
ろ
に
行
く
も
の
の
、
女
性
の
体
を
不
浄
で
あ
る
と
捉
え
た
が
故
に
、
何
も
せ
ず
に
帰
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
話
で
不
浄
観
を
な
す
の
が
僧
で
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
が
僧
で
あ
る
の
は
、
不
浄
観
が
そ
も
そ
も
仏
教
の
重
要

な
教
え
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
道
を
修
す
る
者
な
ら
ば
、
女
性
の
う
わ
べ
の
姿
に
隠
さ
れ
た
不
浄
を
見
抜
く
こ
と
が
で

き
、
淫
欲
も
克
服
で
き
る
は
ず
だ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。『
発
心
集
』
四
─
六
で
不
浄
観
を
な
し
た
玄
賓
の
話
で

も
、
玄
賓
が
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
に
慕
わ
れ
て
い
た
貴
い
僧
で
あ
る
こ
と
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
高

徳
の
僧
で
さ
え
も
女
性
へ
の
愛
欲
に
陥
り
や
す
い
こ
と
、
し
か
し
真
の
僧
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
克
服
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
［
11
］。
女
性
は
体
を
不
浄
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
、
女
性
の
体
に
不
浄
を
観
想
し
え
た
僧
は
そ
れ
に
よ
っ
て
称

え
ら
れ
て
い
る
。
女
性
が
幾
重
に
も
貶
め
ら
れ
る
一
方
で
、
男
性
は
そ
れ
に
よ
り
称
え
ら
れ
高
み
に
上
っ
て
い
く
と
い
う
構
図
が
こ

こ
に
は
あ
る
。

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
僧
と
娘

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
話
を
踏
ま
え
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
上
巻
第
一
段
の
絵
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
［
図
23
］。
す
る
と
こ
の
絵
で
、

女
性
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
の
が
僧
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
僧
が
女
性
と
二
人
き
り
で
対
面
し
、
女
性
の
方
に
顔
を
向
け
じ
っ
と
座

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
女
性
が
不
浄
と
も
と
れ
る
黒
い
顔
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
不
浄
観
を
な
す
僧
の
状
況
と
類
似
し
て
い
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他
の
不
浄
観
説
話
と
の
違
い

　
こ
の
絵
巻
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
僧
が
黒
い
顔
の
娘
に
対
し
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
た
だ
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

不
浄
観
に
関
わ
る
中
世
の
説
話
群
の
中
に
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
を
置
い
て
み
る
と
、
こ
の
絵
巻
が
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
異
な

る
観
点
か
ら
不
浄
観
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
絵
巻
の
内
容
を
よ
り
深
く
理
解
す
る

た
め
に
、
不
浄
観
に
関
わ
る
他
の
中
世
の
説
話
（「
不
浄
観
説
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
を
も
う
少
し
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
四
つ

ほ
ど
例
を
挙
げ
る
［
14
］。

　
平
安
中
期
の
大
江
定
基
（
寂
照
）
が
女
性
に
寄
せ
た
愛
欲
の
話
は
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
『
今
昔
物
語

集
』
巻
十
九
─
二
「
参
河
守
大
江
定
基
出
家
語
第
二
」
に
よ
れ
ば
、
定
基
に
は
、
本
妻
と
は
別
に
年
若
く
美
し
い
女
性
が
お
り
、
激

し
く
愛
し
て
い
た
が
、
女
は
病
を
得
て
死
ん
で
し
ま
う
。
死
ん
だ
後
も
定
基
は
女
と
離
れ
が
た
く
、
女
を
そ
ば
に
置
き
抱
き
伏
し
て

い
た
が
、
あ
る
日
口
を
吸
う
と
異
臭
が
し
た
た
め
泣
く
泣
く
葬
り
、
道
心
を
起
こ
し
、
出
家
し
た
と
い
う
。

　『
発
心
集
』
五
─
一
「
唐
房
法
橋
、
発
心
の
事
」
で
は
、
あ
る
雑
色
が
、
宮
腹
の
召
使
い
の
女
と
深
い
仲
に
な
り
、
一
日
さ
え
離

れ
が
た
く
思
っ
て
い
た
が
、
父
が
遠
国
に
行
く
の
に
同
行
す
る
こ
と
に
な
り
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
何
年
か
し
て
男
が
京
へ

戻
る
と
、
女
は
あ
る
粗
末
な
家
に
お
り
、
男
が
抱
こ
う
と
し
て
も
背
中
を
向
け
る
ば
か
り
で
顔
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
。
男
が
さ
ら

に
迫
る
と
、
女
の
顔
に
は
二
つ
の
目
が
な
く
、
木
の
節
の
抜
け
た
よ
う
で
、
見
る
に
耐
え
な
い
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
男
が
去
っ

た
後
、
病
気
に
な
っ
て
死
に
、
野
に
置
い
て
い
た
際
の
烏
な
ど
の
仕
業
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
後
女
は
生
き
返
っ
た
も
の
の
、
そ
の

姿
の
ま
ま
な
の
だ
と
い
う
。
男
は
悲
し
み
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
比
叡
の
山
に
登
り
、
唐
房
の
法
橋
と
な
っ
た
。

　『
閑
居
友
』
上
─
二
十
「
あ
や
し
の
男
、
野
原
に
て
屍
を
見
て
心
を
発
す
事
」
で
は
、
深
い
仲
に
あ
っ
た
男
が
疎
遠
に
な
っ
た
の

で
、
女
が
男
に
そ
れ
を
咎
め
る
と
、
男
は
野
原
で
死
人
の
頭
の
骨
を
見
た
と
き
の
こ
と
を
語
る
。
生
き
て
い
る
間
に
は
ど
ん
な
に
敬

慕
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
で
も
、
死
ね
ば
こ
の
よ
う
に
空
し
く
気
味
の
悪
い
姿
に
な
る
の
だ
と
悟
り
、
妻
の
顔
も
こ
の
髑
髏
と
同
じ

性
と
の
距
離
の
取
り
方
や
、
女
性
の
方
に
顔
を
向
け
座
る
様
子
は
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
僧
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
娘
に
対
し
僧
が
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
詞
書
の
文
言
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
現
存
す

る
詞
書
に
は
「
不
浄
」
の
語
は
な
い
も
の
の
、
黒
い
顔
の
娘
の
こ
と
を
「
鬼
」
と
記
し
て
い
る
。「
鬼
」
と
い
う
語
は
詞
書
の
中
に

頻
出
す
る
。
母
は
黒
い
顔
の
娘
を
「
鬼
」
か
と
思
い
、
娘
も
自
分
の
顔
を
鏡
で
見
て
自
分
は
「
鬼
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
嘆

く
。
ま
た
黒
い
顔
の
娘
を
見
て
逃
げ
行
く
僧
の
台
詞
と
し
て
、「
う
し
ろ
よ
り
鬼
の
お
い
か
ゝ
る
心
地
の
す
る
ぞ
や
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
「
鬼
」
の
語
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
挙
げ
た
『
閑
居
友
』
下
―
九
で
は
、
自
ら
不
浄
な
姿
を
男
に
見
せ
た
「
宮
腹
の
女
房
」
の
姿
が
「
鬼
」
の
よ
う
だ
と
さ
れ
て

い
た
。「
髪
は
そ
そ
け
上
が
り
て
、
鬼
な
ど
の
や
う
に
て
、
あ
て
や
か
な
り
し
顔
も
、
青
く
、
黄
に
変
は
り
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
『
閑
居
友
』
下
─
三
「
恨
み
深
き
女
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
こ
と
」
は
、
男
性
の
訪
問
が
途
絶
え
た
女
が
、
髪
を
五
つ
の
髻

に
結
っ
て
角
の
よ
う
に
し
て
出
て
行
き
、
男
を
殺
し
、「
鬼
」
の
よ
う
に
な
っ
た
と
語
る
話
で
あ
る
。「
道
成
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、

男
性
僧
侶
に
情
欲
を
持
っ
た
女
が
蛇
の
姿
と
な
っ
て
男
を
追
い
か
け
る
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
詞
書
に
は
、「
女
人
の
習
ひ
、
高
き

も
賤
し
き
も
、
妬
心
を
離
れ
た
る
は
な
し
。（
中
略
）
上
に
は
菩
薩
の
如
く
し
て
、
内
の
心
は
鬼
の
様
な
る
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
話
か
ら
は
、
女
性
が
う
わ
べ
の
飾
り
を
取
り
去
り
本
性
を
表
す
と
、
不
浄
で
妬
心
も
強
い
「
鬼
」
の
よ
う
な
姿
に
な
る
と

の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
絵
巻
で
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
て
、
娘
に
対
し
「
鬼
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
上
巻
第
一
段
の
絵
の
僧
は
、
黒
い
顔
の
娘
を
前
に
し
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
男
性
の
不
浄
観
を
脱
構
築
す
る
絵
巻

　
こ
の
絵
巻
が
不
浄
観
説
話
に
見
る
よ
う
な
従
来
の
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
不
浄
観
を
読
み
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

他
の
様
々
な
表
現
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
節
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
順
次
論
じ
て
い
き
た
い
。

「
化
粧
を
す
る
」
と
い
う
意
味
の
逆
転
　

　
こ
の
絵
巻
の
物
語
は
、
白
粉
と
眉
墨
を
間
違
え
て
顔
に
塗
っ
て
し
ま
う
と
い
う
化
粧
の
失
敗
が
そ
も
そ
も
の
発
端
と
な
っ
て
い
た
。

不
浄
観
説
話
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
発
端
と
な
っ
た
出
来
事
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
不
浄
観
説
話
の
共
通
点
を

先
に
見
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
不
浄
観
説
話
に
は
、「
化
粧
」（
白お

し
ろ
い粉
、
眉
墨
な
ど
）
と
「
た
き
物
」（
香
）
を
不
浄
を
隠
す
た
め
の
飾
り

と
し
て
語
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
た
と
え
ば
、『
発
心
集
』
四
─
六
で
は
玄
賓
が
不
浄
観
を
な
し
た
話
を
語
っ
た
後
に
、「
粉
を
施
し
、
た
き
物
を
う
つ
せ
ど
、
誰
か

は
、
偽
れ
る
か
ざ
り
と
知
ら
ざ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
白
粉
を
塗
り
香
を
焚
き
良
い
香
り
を
さ
せ
美
し
く
し
て
い
て
も
、

そ
れ
は
「
偽
り
の
飾
り
」
で
あ
る
と
す
る
。
続
け
て
「
た
ま
し
ひ
去
り
、
寿
い
の
ち

尽
き
ぬ
る
後
は
、
空
し
く
つ
か
の
ほ
と
り
に
捨
つ
べ
し
。

身
ふ
く
れ
く
さ
り
乱
れ
て
、
つ
ひ
に
白
き
か
ば
ね
と
な
り
、
真ま
こ
との
相
を
知
る
故
に
、
念
々
に
こ
れ
を
厭
ふ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
死

体
の
不
浄
な
様
こ
そ
が
「
真
の
相
」
な
の
だ
と
し
て
い
る
。

　『
閑
居
友
』
下
─
九
で
は
、
自
ら
の
「
偽
り
」
の
姿
は
男
性
に
見
せ
ら
れ
な
い
と
し
て
「
日
ご
と
に
繕
ひ
侍
わ
ざ
を
止
め
て
」
な

り
ゆ
く
に
ま
か
せ
た
女
性
が
、
鬼
の
よ
う
な
姿
と
な
っ
た
と
す
る
。「
繕
ふ
」
と
は
身
を
飾
り
化
粧
な
ど
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

う
し
な
い
と
鬼
の
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
身
を
不
浄
で
あ
る
と
す
る
こ
の
女
性
は
、「
し
か
あ
る
を
、
さ
ま
〴
〵
の

で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
と
言
う
。
帰
っ
て
妻
の
顔
を
探
っ
た
と
こ
ろ
、
同
じ
髑
髏
の
形
を
触
れ
た
こ
と
か
ら
、
心
も
上
の
空
に
な
り
、

疎
遠
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
語
る
。
男
は
、
出
家
し
て
極
楽
に
行
け
た
な
ら
女
を
迎
え
に
来
る
と
言
い
、
か
き
消
え
る
よ
う

に
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

　『
宝
物
集
』
巻
第
七
で
は
、
源
兼
長
が
二
、
三
日
家
を
あ
け
て
帰
っ
て
く
る
と
、
そ
の
間
に
、
気
持
ち
を
寄
せ
て
い
た
妻
が
死
ん

で
、
既
に
鳥
辺
野
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。
分
別
も
わ
き
ま
え
ず
鳥
辺
野
へ
行
く
と
、
長
い
髪
が
つ
い
た
頭
に
犬
が
喰
ら
い
つ
い

て
い
る
。
歯
に
は
ま
だ
鉄
漿
も
つ
い
て
お
り
、
一
目
見
た
だ
け
で
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
悲
し
く
、
兼
長
は
や
が
て
法
師
に
な

っ
た
。

　
以
上
に
挙
げ
た
例
で
は
、
女
の
死
体
を
抱
き
暮
ら
し
て
い
た
男
が
そ
の
体
の
異
臭
に
気
づ
き
出
家
す
る
話
、
再
会
し
た
女
が
死
後

の
姿
に
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
出
家
す
る
男
の
話
、
妻
の
顔
に
髑
髏
を
触
れ
出
家
し
た
男
の
話
、
妻
の
死
体
を
墓
場
に
見
に
行

っ
た
男
が
出
家
す
る
話
が
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
不
浄
観
説
話
に
は
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
男
性
の
欲
望
の
対
象
で
あ

る
女
性
を
、「
女
性
＝
不
浄
＝
死
体
」
と
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
女
性
の
体
の
不
浄
を
知
っ
た
男
が
、
出
家
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
共
通
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
女
性
の
体
（
死
体
の
よ
う
な
体
）
に
男
性
が
不
浄
を
観
ず
る
こ
と
、
さ
ら
に
不
浄
観
を
な
し
た
後
に
出
家
す
る
と
い
う
プ
ロ

ッ
ト
が
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
出
家
す
る
の
は
、
男
性
で
は
な
く
女
性
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
不
浄
を
観
じ
ら
れ
た

0

0

0

女
性
の

方
が
出
家
し
遁
世
す
る
。
こ
の
絵
巻
は
そ
こ
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
は
、
従
来
の
不
浄
観
説
話
の
プ
ロ
ッ
ト
を
踏
ま
え
十
分

咀
嚼
し
た
上
で
、
女
性
か
ら
の
視
点
で
そ
れ
を
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
女
性
が
不
浄
の
姿
を
隠
し
て
い
て
も
、
い
ず
れ
は
不
浄
と
い
う
「
真
の
相
」
が
露
に
な
る
こ

と
を
見
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
、「
黒
い
顔
」［
図
27
］
か
ら
「
白
い
顔
」［
図
28
］
へ
と
、
娘
の
顔
は

変
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
黒
い
顔
は
化
粧
を
し
た
顔
で
あ
り
、
そ
れ
を
水
で
洗
い
落
と
し
て
白
い
顔
に
な
る
た
め
、
白
い
顔
は
素
顔
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
顔
が
素
顔
で
あ
る
証
拠
に
、
角
盥
を
前
に
墨
を
落
と
し
た
娘
の
白
い
顔
に
は
、
眉
が
描
か
れ
て
い
な

図 27・28	 上巻第 2段 図 25・26	 人道不浄相幅　
	 	 六道絵のうち　
	 	 聖衆来迎寺蔵

➡ ➡

図 28 図 26

図 27 図 25

外
の
匂
を
傭
ひ
て
、
い
さ
ゝ
か
そ
の
身
を
飾
り
て
侍
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
同
じ
く
『
閑
居
友
』
上
─
二
十
一
「
唐
橋
河
原
の
女
の
屍
の
事
」
で
は
、
関
係
を
持
っ
た
男
の
妻
に
酷
い
形
で
殺
さ
れ
捨
て
ら
れ

た
十
九
歳
の
女
の
死
体
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
膚
、
肉
を
包
み
、
筋
、
骨
を
纏
ひ
て
、
心
に
く
き
や
う
に
見
ゆ
る
上
に
、

楚
山
の
黛
ま
ゆ
ず
み

色
鮮
や
か
に
描
き
、
蜀
江
の
衣
、
匂
ひ
な
つ
か
し
う
焚
き
な
し
た
れ
ば
こ
そ
」
睦
ま
じ
く
も
す
る
が
、
死
ん
で
不
浄
の

体
が
露
と
な
り
「
大
空
を
さ
へ
臭
く
な
す
と
き
は
」
誰
が
肩
を
組
み
言
葉
を
交
わ
す
だ
ろ
う
か
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
不
浄
観
説
話
で
は
、「
化
粧
」（
白
粉
、
眉
墨
な
ど
）
と
「
た
き
物
」（
香
）
は
、
女
性
の
体
の
不
浄
を
隠
す
「
偽
り
の

飾
り
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
化
粧
も
た
き
物
も
し
な
い
と
、
汚
く
臭
い
不
浄
の
姿
が
露
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
も
、「
高
き
眉
、
翠
き
眼
、
晧
き
歯
、
丹
き
唇
と
い
へ
ど
も
、
一
聚
の
屎
に
、
粉
も
て
そ
の
上
を
覆
へ
る
が

如
く
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
美
し
く
装
う
こ
と
は
白
粉
で
屎
を
覆
う
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
絵
巻
に
お
い
て
娘
が
間
違
っ
た
化
粧
を
し
て
男
に
不
浄
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
大
き
な
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
娘
は
、
化
粧
を
し
て
黒
い
顔
と
な
り
、
僧
に
不
浄
と
見
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
娘
は
、

「
化
粧
」
を
し
て
「
不
浄
」
な
姿
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
化
粧
」
を
し
て
「
不
浄
を
隠
す
」
と
す
る
不
浄
観
説
話
を
踏
ま
え
た

上
で
の
、
逆
転
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
こ
の
娘
は
、
自
ら
が
黒
い
顔
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
母
の
差
し
出
す
鏡
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
娘
は
鏡
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
不
浄
に
も
見
え
る
姿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
分
で
知
る
。
娘
は
僧
に
不
浄
と
見
ら
れ
る
受
け
身
の
立

場
だ
け
に
は
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
娘
は
顔
の
墨
を
洗
い
流
し
て
き
れ
い
な
白
い
顔
と
な
る
。
そ
の
た
め
娘
は
こ
の
段
で
、「
黒
い
顔
」
か
ら
「
白
い
顔
」
へ

と
い
う
順
番
で
描
か
れ
る
。
二
つ
の
正
反
対
の
姿
が
、
こ
の
順
番
で
絵
の
上
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の

も
、
九
相
図
を
見
る
な
ら
ば
、
女
性
の
姿
は
「
白
い
」
肌
の
美
し
い
姿
［
図
25
］
か
ら
「
黒
い
」
不
浄
な
姿
［
図
26
］
へ
と
い
う
順
番
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を
、
時
香
盤
で
焚
こ
う
と
し
て
い
る
。
化
粧
を
間
違
え
て
不
浄
と
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
出
家
し
た
女
性
が
、
時
香
盤
で
香
を
扱
う

表
現
に
よ
り
、
不
浄
観
説
話
に
お
け
る
「
化
粧
」
と
な
ら
ぶ
「
た
き
物
」
の
意
味
を
、
こ
の
絵
巻
で
は
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

図 29	 下巻

図 31	 時香盤
	 抹香を焚いていると
	 ころ

図 30	 時香盤　
	 セイコーミュージアム蔵

い
［
図
28
、
口
絵
10
］。
眉
を
引
く
こ
と
は
、
先
に
見
た
不
浄
観
説
話
に
お
い
て
も
「
黛
」
に
つ
い
て
語
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
不
浄

な
女
性
が
美
し
く
装
う
た
め
の
必
須
の
化
粧
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
化
粧
を
せ
ず
眉
を
引
か
な
い
素
顔
は
本
来
で
あ
れ
ば
不

浄
を
見
せ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
こ
の
娘
が
美
し
く
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
場
面
全
体
の
絵

の
様
子
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
眉
の
な
い
素
顔
の
女
性
を
肯
定
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
が
化
粧
を
し
な
い
と
不
浄

が
露
に
な
る
と
す
る
従
来
の
考
え
方
を
覆
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
、
素
顔
の
女
性
も
美
し
い
と
す
る
新
た
な
価

値
観
、
眉
を
引
か
ず
と
も
美
し
い
新
た
な
女
性
像
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
さ
え
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
た
き
物
」
と
し
て
は
時
香
盤
を
描
く

　
で
は
、
女
性
の
不
浄
な
姿
を
隠
す
も
う
一
つ
の
飾
り
と
さ
れ
る
「
た
き
物
」
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
絵
巻
の
物
語
で
は
こ
の
後
、
母
と
娘
が
縁
あ
る
人
を
頼
っ
て
小
野
へ
行
き
娘
が
出
家
し
、
二
人
で
遁
世
す
る
話
が
展
開
す
る
。
そ

の
下
巻
の
絵
の
中
に
は
、
世
を
離
れ
静
か
に
暮
ら
す
庵
で
、
母
と
娘
が
そ
れ
ぞ
れ
手
で
火
桶
の
よ
う
な
も
の
を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
描
か
れ
る
。
母
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
火
桶
で
あ
る
が
、
娘
の
前
に
あ
る
の
は
時
香
盤
（
香
時
計
）
で
は
な
か
ろ
う
か
［
図
29
］。

　
時
香
盤
と
い
う
の
は
、
灰
を
平
ら
に
な
ら
し
た
上
に
、
型
を
使
っ
て
抹
香
（
香
の
粉
）
を
「
弓
」
の
字
の
よ
う
な
ジ
グ
ザ
グ
の
形

に
置
き
、
端
か
ら
燃
や
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
［
図
30
・
31
］。
抹
香
の
燃
え
る
速
度
が
遅
く
一
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
間
を
計
る

道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
ま
た
寺
に
お
い
て
香
あ
る
い
は
火
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う
［
15
］。

　
時
香
盤
が
中
世
絵
画
に
描
か
れ
る
例
を
筆
者
は
他
に
見
た
こ
と
が
な
く
珍
し
い
。
で
は
こ
の
絵
巻
で
は
な
ぜ
そ
れ
が
描
か
れ
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
不
浄
観
説
話
に
見
た
「
た
き
物
」
の
意
味
を
変
え
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
浄
観
説
話
で
は
、
愛
欲
の
成

就
と
絡
ん
で
「
化
粧
」
と
「
た
き
物
」
で
女
性
の
体
の
不
浄
は
隠
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
尼
と
な
っ
た
女
性
が
仏
に
奉
る
香
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図 32	 上巻第 1段

図 34	 上巻第 2段

図 33	 上巻第 1段

う
ま
く
い
か
な
い
不
浄
観

　
僧
が
不
浄
観
を
な
す
部
分
の
絵
に
も
注
目
す
べ
き
表
現
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
僧
が
娘
に
対
面
し
て
い
る
場
面
で
、
僧
と
娘
の
様
子

を
さ
ら
に
外
側
か
ら
窺
う
第
三
者
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
三
者
と
は
娘
の
母
で
あ
る
。
母
は
隣
室
で
二
人
の
様
子

を
気
遣
っ
て
い
る
の
だ
が
、
絵
で
は
母
が
僧
の
方
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
［
図
32
］。
そ
の
よ
う
な
母
の
存
在
に
よ
り
、
娘
が

僧
に
一
方
的
に
見
ら
れ
て
い
る
（
不
浄
を
観
想
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
母
が
僧
を
見
て
い
る

と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
男
性
が
女
性
に
不
浄
観
を
な
す
と
い
う
男
性
対
女
性
の
一
対
一
の
関
係
に
、
も
う
一
人
女
性
を
配
し
、

二
者
の
関
係
性
を
弱
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
絵
巻
で
は
、
僧
の
娘
に
対
す
る
不
浄
観
が
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
僧
が
転
び
な
が
ら
逃
げ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。『
発
心
集
』
に
記
さ
れ
た
高
徳
の
僧
玄
賓
は
、
不
浄
観
を
な
し
た
後
、
静
か

に
帰
る
の
に
対
し
、
こ
の
絵
巻
の
僧
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
か
途
中
で
転
び
な
が
ら
逃
げ
て
い
く
。
し
か
も
逃
げ
る
姿
が
二
度
描
か
れ

て
い
る
［
図
33
・
34
］。
そ
れ
は
、
僧
が
不
浄
を
観
想
で
き
ず
、
黒
い
顔
の
鬼
で
あ
る
と
恐
れ
お
の
の
き
逃
げ
出
し
た
こ
と
、
つ
ま
り

不
浄
観
を
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
巻
が
、
不
浄
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
読
み
替
え
て
見
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

女
性
の
出
家
を
導
く
論
理

　
次
の
下
巻
で
は
、
娘
は
顔
に
塗
っ
た
墨
を
洗
い
流
す
と
、
出
家
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
先
に
見
た
い
く
つ
か
の
不
浄
観
説
話
に
お

い
て
も
、
女
性
に
不
浄
を
観
じ
た
男
性
は
出
家
を
し
た
。
そ
れ
ら
の
説
話
で
は
、
男
性
は
女
性
の
体
の
不
浄
を
知
り
、「
心
も
空
に

覚
え
」［
16
］
あ
る
い
は
「
心
う
く
悲
し
き
事
限
り
な
し
」［
17
］
と
感
じ
、
出
家
を
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
で
は
不
浄
を
観
じ
ら
れ
0

0
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道
に
む
か
ふ
こ
と
、
い
と
か
た
か
る
べ
し
。
兼
て
よ
り
思
ふ
も
、
な
を
ざ
り
な
れ
ば
、
か
な
ひ
が
た
し
。
い
は
ん
や
、
い
た
づ

ら
に
す
ぐ
さ
ん
を
や
。
イ
出
る
息
、
入
息
を
待
ず
。
一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
。
又
天
台
大
師
の
た
ま
は
く
、
ウ
食

は
哺
を
甘
く
せ
ざ
れ
、
眠
は
床
を
や
す
く
す
べ
か
ら
ず
、
頭
燃
を
は
ら
ふ
が
ご
と
く
し
て
、
出
要
を
も
と
め
よ
、
と
す
ゝ
め
給

へ
り
。
歩
々
声
々
念
々
唯
在
弥
陀
仏
と
も
い
へ
り
。
か
ね
て
可
期
々
々
。
そ
れ
エ
可
緩
為
急
、
可
急
為
緩
。
オ
豈
お
も
て
に
墨

を
塗
り
、
眉
に
粉
を
つ
く
る
に
こ
と
な
ら
ん
や
。
カ
こ
の
こ
と
は
り
を
、
思
ひ
知
り
け
る
に
や
、
娘
も
出
家
し
て
、
ふ
る
さ
と

も
す
み
う
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
北
山
に
小
野
と
い
ふ
山
里
に
、
こ
と
の
縁
あ
り
け
る
う
へ
、
つ
ま
木
を
拾
ふ
た
よ
り
も
、
し
か

る
べ
く
侍
け
れ
ば
、
二
人
な
が
ら
、
か
の
山
さ
と
に
住
み
て
、
ひ
と
へ
に
、
後
の
世
の
つ
と
め
を
な
ん
し
侍
り
け
り
。

　
こ
の
詞
書
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
『
徒
然
草
』
の
文
言
と
類
似
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
［
18
］、『
徒
然

草
』
の
ほ
か
に
も
『
摩
訶
止
観
』『
往
生
要
集
』『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』『
沙
石
集
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
文
言
に
よ
っ
て
、
無
常
が

語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
様
相
を
ま
ず
は
見
て
み
よ
う
。

　
た
と
え
ば
、
傍
線
ア
の
「
念
々
の
無
常
を
も
知
ら
ず
、
生
死
一
大
事
を
も
、
心
に
か
け
ざ
ら
ん
は
、
い
と
本
意
な
き
事
な
り
」
に

類
似
す
る
言
葉
を
探
す
と
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
十
三
世
紀
前
半
）［
19
］
三
─
二
に
「
生
死
事
大
な
り
。
無
常
迅
速
な
り
。
心
を
緩

く
す
る
こ
と
な
か
れ
」
が
あ
る
。『
沙
石
集
』（
一
二
八
三
年
）
八
─
六
に
も
「
古
人
の
云
は
く
、
無
常
迅
速
に
、
生
死
事
大
な
り
と
。

（
中
略
）
念
々
無
常
に
し
て
、
歩
々
に
変
滅
す
」、
ま
た
『
徒
然
草
』（
一
四
世
紀
前
半
）
第
四
十
九
段
に
も
「
人
は
た
だ
、
無
常
の
身
に

迫
り
ぬ
る
事
を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
」
が
あ
る
。

　
傍
線
イ
「
出
る
息
、
入
息
を
待
ず
。
一
息
不
返
、
す
な
は
ち
後
世
に
つ
く
」
に
類
似
す
る
言
葉
と
し
て
は
、『
摩
訶
止
観
』
巻
七

─
上
に
「
出
入
の
息
を
寿
命
と
名
づ
く
、
一
息
返
ら
ず
ん
ば
す
な
わ
ち
命
終
と
名
づ
く
。（
中
略
）
仏
の
た
ま
わ
く
、
善
哉
、
よ
く
無

常
を
修
す
」
が
あ
り
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
二
─
五
に
も
、「
朝
に
生
れ
て
、
暮
に
死
す
。
故
に
経
に
言
く
、
出
づ
る
息
は
入
る
息

た0

女
性
は
、
い
か
に
思
っ
て
出
家
を
す
る
に
至
る
の
か
。
不
浄
を
観
じ
ら
れ
た

0

0

0

女
性
が
出
家
を
す
る
話
は
他
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の

絵
巻
で
は
詞
書
の
中
で
、
そ
れ
を
独
自
の
論
法
で
語
り
出
し
て
い
る
。
今
度
は
絵
で
は
な
く
詞
書
に
対
す
る
考
察
と
な
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
記
す
下
巻
の
詞
書
〈
甲
〉
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
下
巻
の
詞
書
〈
甲
〉
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
頃
か
ら
用
意
を
し
て
い
れ
ば
、
慌
て

る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
も
、
前
も
っ
て
準
備
を
し
身
を
整
え
化
粧
を
し
て
い
れ
ば
、
慌
て
て
失
敗
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。
死
も
、
い
つ
訪
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
常
に
臨
終
を
思
い
無
常
を
心
に
か
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

こ
れ
に
続
け
て
、
無
常
を
常
に
思
う
こ
と
の
重
要
性
が
、「
解
脱
上
人
」
や
「
禅
師
」
な
ど
の
言
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い

く
。
先
行
研
究
で
は
こ
の
詞
書
の
内
容
か
ら
、
こ
の
絵
巻
が
仏
教
帰
依
を
勧
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
は
た
し

て
そ
う
な
の
か
。
娘
が
化
粧
を
取
り
違
え
た
失
敗
と
、
無
常
、
そ
し
て
出
家
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
詞

書
の
全
文
を
引
用
し
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

あ
は
れ
、
人
は
何
事
も
か
ね
て
用
意
あ
る
べ
き
こ
と
か
な
。
こ
れ
も
其
日
と
き
ゝ
た
ら
ば
、
な
い
〳
〵
用
意
あ
り
て
、
屛
風
あ

ぶ
ら
な
ど
を
支
度
し
て
、
身
を
も
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
て
居
た
ら
ば
、
時
に
あ
た
り
て
、
あ
は
て
け
ん
越
度
は
な
か
ら
ま
し
。
凡
世

中
の
人
、
生
死
界
の
な
ら
ひ
、
有
待
の
身
な
れ
ば
、
つ
ね
に
臨
終
を
期
し
、
た
ゞ
今
生
死
到
来
し
た
り
と
も
、
用
心
た
が
ふ
事

な
く
、
念
仏
を
も
と
な
へ
、
観
念
を
も
忘
れ
ず
ば
、
往
生
を
も
と
げ
、
頓
悟
を
も
う
べ
き
な
り
。
思
ひ
さ
む
る
と
き
な
く
、
な

に
と
な
き
無
益
の
事
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
あ
か
し
暮
し
、
ア
念
々
の
無
常
を
も
し
ら
ず
、
生
死
一
大
事
を
も
、
心
に
か
け
ざ
ら
ん

は
、
い
と
本
意
な
き
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
解
脱
上
人
の
こ
と
葉
に
も
、
頓
死
世
に
多
け
れ
ど
も
、
聞
て
驚
く
こ
と
な
し
、
か
ね

て
知
ら
ざ
る
は
死
期
な
り
、
今
日
な
ん
ぞ
か
な
ら
ず
し
も
、
其
日
に
あ
ら
ざ
る
、
と
か
ゝ
れ
た
り
。
禅
師
の
こ
と
葉
に
は
、
蠟

月
三
十
日
、
手
足
の
置
所
を
不
知
と
い
へ
り
。
こ
の
こ
と
ば
、
ま
こ
と
な
る
か
な
。
無
常
た
ち
ま
ち
に
来
た
る
時
、
は
じ
め
て
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し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
こ
で
こ
れ
ほ
ど
無
常
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
段
ま
で
の
物
語
、
つ
ま
り
、
娘
が
眉
墨
と
白
粉
を
取

り
違
え
僧
に
逃
げ
ら
れ
顔
の
墨
を
洗
い
流
し
た
と
い
う
上
巻
の
物
語
と
、
無
常
は
、
ど
う
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
詞
書
〈
乙
〉
の
存
在
か
ら
、
こ
の
段
の
前
に
何
ら
か
の
詞
書
や
絵
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
詞

書
〈
乙
〉
に
も
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
筆
者
に
も
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
確
か
な
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
娘
の
黒
い
顔
が
不
浄
を
表
す
も
の
と
解
釈
し
う
る
な
ら
ば
、
上
巻
は
「
不
浄
」
に
つ
い
て
の
話
、
こ
の
下
巻
の
詞
書
は
「
無

常
」
に
つ
い
て
の
話
と
な
り
、「
不
浄
」
と
「
無
常
」
が
こ
こ
で
揃
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

　
不
浄
と
無
常
は
、
六
道
に
お
け
る
人
道
を
構
成
す
る
三
つ
の
相
の
う
ち
の
二
つ
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
源

信
は
人
間
の
世
界
を
「
不
浄
」、「
苦
」、「
無
常
」
の
三
つ
の
相
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
教

義
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、「
不
浄
」
を
表
す
九
相
図
や
九
相
詩
に
「
無
常
」
を
織
り
込
む
表
現
が
見

ら
れ
る
こ
と
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
［
21
］。

　
次
に
、
こ
の
下
巻
の
詞
書
に
記
さ
れ
た
「
無
常
」
の
意
味
を
探
る
に
は
、
上
巻
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
こ
と
と
併
せ
、
後
続
す

る
文
言
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
無
常
に
つ
い
て
述
べ
る
文
言
の
最
後
、
傍
線
エ
と
オ
の
文
に
よ
っ
て
、

無
常
の
文
言
の
羅
列
か
ら
、
娘
の
物
語
に
話
は
戻
る
。
エ
の
文
ま
で
が
無
常
を
意
味
す
る
文
言
、
そ
し
て
オ
の
文
を
介
し
て
、
次
の

カ
に
は
「
こ
の
こ
と
は
り
を
思
ひ
知
り
け
る
に
や
、
娘
も
出
家
し
て
」
と
書
か
れ
、
娘
が
出
家
す
る
話
に
進
ん
で
い
く
。
で
は
、
エ

と
オ
の
文
を
つ
な
げ
て
い
る
理
屈
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

　
エ
の
文
「
可
緩
為
急
、
可
急
為
緩
」（
緩
く
す
べ
き
を
急
い
で
な
し
、
急
い
で
す
べ
き
を
緩
く
な
す
）
は
、
そ
れ
に
類
す
る
文
を
載
せ
る

『
沙
石
集
』
や
『
徒
然
草
』
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
無
常
や
無
常
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
修
行
の
重
要
性
を
意

味
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
、
オ
の
文
「
豈
お
も
て
に
墨
を
塗
り
、
眉
に
粉
を
つ
く
る
に
こ
と
な
ら
ん
や
」、
つ
ま
り
、
顔
に
墨
を

塗
り
眉
を
白
粉
で
つ
く
る
こ
と
と
同
じ
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
化
粧
は
、「
可
緩
為
急
」
つ
ま
り
ゆ
っ
く
り
す
べ

を
待
た
ず
」
と
の
言
葉
が
あ
る
。『
沙
石
集
』
八
─
六
に
も
「
出
る
息
、
入
る
息
を
待
た
ず
。
今
朝
は
来
朝
を
期
し
難
し
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
息
を
吐
い
て
次
の
息
を
吸
う
間
も
、
死
は
待
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
傍
線
ウ
「
食
は
哺
を
甘
く
せ
ざ
れ
、
眠
は
床
を
や
す
く
す
べ
か
ら
ず
、
頭
燃
を
は
ら
ふ
が
ご
と
く
し
て
、
出
要
を
も
と
め
よ
」
に

つ
い
て
は
、「
天
台
大
師
の
た
ま
は
く
」
と
書
い
て
あ
る
通
り
、
天
台
大
師
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
七
─
上
に
、「
も
し
無
常
を
覚

ら
ば
、
暴
水
・
猛
風
・
掣
電
に
過
ぎ
、
山
に
も
海
に
も
空
に
も
市
に
も
逃
が
れ
避
く
る
処
な
し
。
か
く
の
ご
と
く
観
じ
お
わ
っ
て
心

大
い
に
怖
畏
す
。
眠
る
も
席
を
安
ん
ぜ
ず
、
食
う
も
哺
を
甘
ん
ぜ
ず
、
頭
の
燃
ゆ
る
を
救
う
が
ご
と
し
。
白
駒
烏
兎
、
日
夜
に
奔
り

競
う
。
も
っ
て
出
要
を
求
む
」
と
の
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
や
海
や
空
や
市
に
行
っ
て
も
無
常
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ

れ
を
知
る
と
眠
っ
て
も
ゆ
っ
く
り
と
は
で
き
ず
、
食
べ
物
を
口
に
入
れ
て
も
甘
く
は
感
じ
な
い
、
頭
に
降
り
か
か
る
火
を
払
う
よ
う

に
出
要
（
生
死
を
出
離
す
る
た
め
の
要
道
）
を
求
め
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
に
も
同
類
の
文
が
あ
る
［
20
］。

　
傍
線
エ
の
「
可
緩
為
急
、
可
急
為
緩
」
に
つ
い
て
類
例
を
探
す
と
、『
沙
石
集
』
六
─
七
に
「
嘉
祥
大
師
、
同
法
の
僧
の
、
学
問

を
の
み
宗
と
し
て
、
修
行
の
疎
か
な
る
を
戒
め
て
云
は
く
、
百
年
の
命
、
朝
露
に
緩
か
ら
ず
。
須
く
道
の
急
を
存
ず
べ
し
。
緩
く
す

べ
き
所
を
急
に
す
べ
し
。
急
に
す
べ
き
所
を
緩
く
す
。
豈
、
一
生
自
ら
誤
ま
れ
る
に
非
ざ
ら
ん
耶
。
文
の
意
は
、
学
は
行
の
為
な
り
、

緩
か
る
べ
し
、
行
は
出
離
の
要
な
り
、
急
に
す
べ
し
と
戒
む
る
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
学
問
は
急
が
ず
ゆ
っ
く
り
と

行
え
ば
よ
い
が
、
無
常
か
ら
逃
れ
る
出
離
の
た
め
の
修
行
は
急
ぎ
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
『
徒
然
草
』

第
四
十
九
段
に
も
、「
速
か
に
す
べ
き
事
を
ゆ
る
く
し
、
ゆ
る
く
す
べ
き
こ
と
を
急
ぎ
て
、
過
ぎ
に
し
こ
と
の
悔
し
き
な
り
。
そ
の

時
悔
ゆ
と
も
、
か
ひ
あ
ら
ん
や
。
人
は
た
だ
、
無
常
の
身
に
迫
り
ぬ
る
事
を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
、
つ
か
の
ま
も
忘
る
ま
じ
き
な

り
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
身
に
迫
る
無
常
に
備
え
よ
と
説
い
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
段
の
詞
書
で
は
、
無
常
を
知
る
こ
と
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
、
先
人
た
ち
の
様
々
な
文
言
を
使
い
な
が

ら
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
仏
教
の
教
え
を
十
分
承
知
し
て
い
る
こ
と
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
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的
視
点
が
支
配
す
る
状
況
か
ら
脱
出
し
た
女
性
の
そ
の
後
の
様
子
が
、
場
を
小
野
に
移
し
、
女
性
視
点
で
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
節

で
は
、
娘
が
出
家
し
隠
遁
す
る
様
子
が
下
巻
で
い
か
に
表
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

小
野
と
い
う
土
地
と
女
性

　
俗
世
に
お
け
る
様
子
を
描
い
た
上
巻
か
ら
下
巻
に
移
る
と
、
娘
の
脱
俗
の
様
子
が
小
野
を
舞
台
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
絵
巻
で
は

女
性
の
出
家
、
隠
遁
の
場
と
し
て
「
小
野
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。
小
野
は
、
京
都
の
北
郊
、
修
学
院
・
高
野
か
ら
八
瀬
・
大
原
の
あ

た
り
を
指
す
地
名
で
あ
る
。
そ
こ
は
比
叡
山
の
別
所
で
あ
り
、
多
く
の
僧
も
住
ん
だ
土
地
で
あ
り
、
女
性
た
ち
も
縁
者
に
あ
た
る
そ

れ
ら
の
僧
を
頼
る
な
ど
し
て
、
隠
遁
し
、
葬
ら
れ
も
す
る
場
所
で
あ
っ
た
［
22
］。
そ
の
よ
う
な
小
野
は
、
俗
世
を
逃
れ
よ
う
と
す
る

女
性
が
隠
遁
す
る
場
所
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
説
話
や
物
語
の
中
に
も
少
な
か
ら
ず
登
場
す
る
。

　
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
霧
」
の
帖
で
は
、
柏
木
亡
き
後
に
残
さ
れ
た
妻
、
落
葉
宮
が
隠
れ
住
む
地
と
し
て
小
野
が
出

て
く
る
。「
手
習
」
の
帖
で
も
小
野
は
登
場
す
る
。
薫
と
匂
宮
と
い
う
二
人
の
男
性
か
ら
の
求
愛
に
悩
み
宇
治
川
に
入
水
し
た
浮
舟

は
、
横
川
の
僧
都
に
救
わ
れ
、
僧
都
の
妹
尼
の
住
む
小
野
の
山
荘
で
出
家
し
、
老
尼
た
ち
と
と
も
に
暮
ら
す
。
ま
た
『
今
鏡
』
な
ど

に
は
、
雪
の
降
る
冬
の
朝
、
白
河
上
皇
が
小
野
に
雪
見
に
出
か
け
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
小
野
に
隠
棲
す
る
皇
太
后
宮
歓
子
の
居
所

に
向
か
い
、
歓
子
の
歓
待
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
［
23
］。
そ
の
様
子
は
「
小
野
雪
見
行
幸
絵
巻
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
歓
子

は
後
冷
泉
天
皇
に
入
内
す
る
も
の
の
、
生
ま
れ
た
皇
子
が
夭
折
す
る
な
ど
し
て
後
小
野
に
こ
も
り
、
出
家
し
隠
棲
し
て
い
た
の
で
あ

る
。『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」
に
お
い
て
は
、
新
し
い
女
が
で
き
た
夫
に
家
を
出
て
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
妻
が
一
時

的
に
身
を
寄
せ
た
の
が
、
小
野
に
い
る
か
つ
て
召
し
使
っ
た
女
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。『
平
家
物
語
』
で
は
、
建
礼
門
院
が
一
門
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
出
家
し
大
原
の
寂
光
院
に
暮
ら
す
。

　
こ
の
よ
う
に
小
野
は
、
都
の
女
性
た
ち
の
移
り
住
む
場
所
と
し
て
、
説
話
や
物
語
に
登
場
す
る
。
小
野
は
、
俗
世
に
お
け
る
立
場

き
で
あ
る
の
に
急
い
で
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、「
可
緩
為
急
」
は
意
味
を
な
す
が
、
う
し
ろ
の
「
可

急
為
緩
」
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
と
こ
れ
は
、
エ
と
オ
の
文
の
意
味
が
同
じ
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、「
緩
く
」
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
急
ぎ
」、「
急
ぐ
」
べ
き
と
こ
ろ
を
「
緩
く
」
す
る
と
い
う
間
違
い
と
、
白
粉
で
「
白
く
」
塗

る
べ
き
と
こ
ろ
を
墨
で
「
黒
く
」
し
、「
黒
く
」
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
白
く
」
し
た
と
い
う
間
違
い
が
同
じ
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
、
文
の
意
味
で
は
な
く
、
逆
の
こ
と
を
意
味
す
る
二
つ
の
こ
と
を
入
れ
替
え
て
言
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
同
じ
だ
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
言
葉
遊
び
の
よ
う
な
感
覚
だ
。
仏
教
の
思
想
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

読
み
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
り
、
化
粧
の
取
り
違
え
に
よ
り
「
不
浄
」
観
の
対
象
に
さ
れ
た
女
性
が
「
無
常
」

を
知
り
出
家
を
し
た
、
と
い
う
理
屈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
教
え
を
示
す
文
言
を
次
々
に
書
き
連
ね
な
が
ら
、
最

後
に
は
独
自
の
論
法
で
女
性
の
出
家
を
正
当
化
す
る
理
屈
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
巻
が
女
性
に
抑
圧
的
に
は

た
ら
く
仏
教
の
思
想
を
軽
快
に
読
み
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
こ
よ
う
。
こ
の
絵
巻
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
僧
が
不

浄
を
観
想
す
る
と
い
う
重
要
な
修
行
の
対
象
を
、
あ
わ
て
て
顔
に
墨
を
塗
っ
て
し
ま
っ
た
黒
い
顔
の
娘
と
す
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
四
節
　
祝
福
さ
れ
た
女
性
の
出
家
・
遁
世

　
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
出
家
を
決
意
し
た
娘
が
、
下
巻
で
は
出
家
し
隠
遁
す
る
。
上
巻
で
は
、
化
粧
の
取
り
違
え
と
い
う
笑

い
を
誘
う
よ
う
な
題
材
を
使
い
、
男
性
視
点
に
よ
る
仏
教
の
教
義
を
軽
快
に
読
み
替
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
方
下
巻
で
は
、
男
性
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と
て
は
、
峰
に
木
づ
た
ふ
猿
の
声
、
賤
が
爪
木
の
斧
の
音
、
こ
れ
ら
が
音
信
な
ら
で
は
、
正
木
の
か
づ
ら
青
つ
づ
ら
、
く
る
人
ま

れ
な
る
所
な
り
」
と
描
写
す
る
［
26
］。
小
野
は
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
、
人
も
訪
れ
な
い
鹿
が
鳴
く
ば
か
り
の
寂
し
い
と
こ
ろ
、

老
人
ば
か
り
の
住
む
辺
鄙
な
田
舎
だ
と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
小
野
の
情
景
を
語
る
場
合
、
季
節
は
秋
か
ら
冬
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。

　
こ
の
絵
巻
の
下
巻
の
絵
も
、
鹿
の
い
る
山
々
を
背
景
と
し
て
刈
田
や
稲
穂
の
束
、
牛
に
そ
の
束
を
運
ば
せ
る
人
な
ど
が
い
る
情
景

か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
従
来
通
り
の
小
野
の
鄙
び
た
イ
メ
ー
ジ
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
情
景
の
左
側
に
は
、
美
麗
な
泉
殿
や
広
い
仏
堂
、
唐
物
が
飾
ら
れ
た
部
屋
な
ど
の
あ
る
屋
敷
が
展
開
す
る
［
図
35
、
口

絵
11
］。
そ
れ
は
鄙
び
た
小
野
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
よ
う
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
群
青
の
水
を
湛

え
た
池
に
は
鴛
鴦
や
鴨
が
遊
び
、
白
砂
の
洲
浜
に
は
見
事
な
松
が
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。
そ
の
池
に
は
檜
皮
葺
き
の
屋
根
を
持
つ
瀟

洒
な
泉
殿
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
様
子
は
、「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
第
五
巻
第
二
段
に
描
か
れ
た
、
繁
栄
を
極
め
た
藤
原

俊
盛
の
邸
宅
の
庭
の
様
子
な
ど
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
仏
堂
は
広
く
、
そ
こ
に
置
か
れ
た
須
弥
壇
や
灯
台
な
ど
に
は
、
金
泥
線
で
、

蓮
華
の
花
弁
の
繊
細
な
模
様
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
仏
堂
の
前
方
中
央
で
、
娘
は
剃
髪
さ
れ
て
い
る
［
図
36
］。

　
そ
し
て
仏
堂
の
左
手
に
は
、
会
所
と
も
呼
ぶ
べ
き
接
客
用
の
空
間
が
続
く
［
図
35
左
側
］。
部
屋
の
障
壁
画
は
水
墨
山
水
画
で
統
一

さ
れ
、
右
手
の
押
板
に
は
唐
物
の
青
磁
の
香
炉
が
置
か
れ
、
水
墨
山
水
の
掛
幅
が
飾
ら
れ
て
い
る
［
図
37
］。
長
床
の
壁
貼
付
の
絵
に

は
楼
閣
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
部
屋
の
中
央
に
は
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
、
鑵
子
と
杓
立
、
水
差
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
近
く
で
は
下

使
の
男
性
も
働
い
て
い
る
。
こ
の
部
屋
は
、
人
を
招
き
交
流
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
瀟
洒
な
美
し
い
佇
ま
い
を
見
せ
る
こ
の
一
連
の
建
物
の
描
写
に
よ
っ
て
、
従
来
の
小
野
の
侘
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
一
掃
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
小
野
は
、
時
代
の
新
し
い
建
物
の
イ
メ
ー
ジ
、
唐
物
が
配
さ
れ
人
々
が
集
会
す
る
場
の
イ
メ
ー
ジ
、
美
麗
な
池
か

ら
窺
え
る
浄
土
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
所
の
よ
う
な
空
間
に
も
人
は
集
っ
て
お
ら
ず
、
こ

を
失
っ
た
り
、
俗
世
を
逃
れ
て
信
仰
に
身
を
捧
げ
た
い
と
思
っ
た
女
性
が
、
喧
噪
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
の
で
き
る
場

と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
小
野
に
、
こ
の
絵
巻
の
娘
と
母
も
移
っ
て
い
く
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
母
娘
が
出
家
遁
世
の
地
に
小
野
を
選
ん
だ
の
は
、

そ
こ
に
縁
が
あ
り
、
つ
ま
木
（
薪
）
を
拾
っ
て
生
活
の
頼
み
に
で
き
る
か
ら
だ
と
書
か
れ
て
い
る
［
24
］。
こ
れ
に
よ
り
、
二
人
の
遁

世
が
架
空
の
夢
物
語
な
の
で
は
な
く
、
小
野
と
い
う
土
地
柄
を
背
景
と
し
た
確
か
な
も
の
だ
と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
わ

か
る
。
薪
を
拾
っ
て
生
活
の
頼
み
と
す
る
の
も
、
小
野
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
薪
を
売
る
小
野
の
女
性
と
い
え
ば
、
室

町
期
以
降
の
「
大
原
女
」
が
有
名
で
あ
る
が
、
大
原
は
平
安
時
代
よ
り
、
薪
や
炭
を
商
品
と
し
て
京
都
に
も
た
ら
し
て
い
た
燃
料
供

給
地
で
あ
っ
た
［
25
］。
平
安
後
期
の
『
本
朝
無
題
詩
』
に
は
「
売
炭
婦
人
今
聞
取
。
家
郷
遥
在
大
原
山
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
小
野

（
大
原
）
で
あ
れ
ば
、
女
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
女
性
が
生
活
で
き
る
場
が
実
際
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
絵
巻
は
、
そ
の
よ
う
な
小
野
の
イ
メ
ー
ジ
や
実
際
の
状
況
に
基
づ
き
、「
小
野
」
と
い
う
場
を
遁
世
す
る
母
娘
の
た
め
に
設

定
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

既
存
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
小
野
の
情
景

　
そ
の
よ
う
な
小
野
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
華
や
か
な
都
と
は
異
な
っ
た
鄙
の
地
で
あ
っ
た
。
小
野
が
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
や
は
り
物
語
中
の
文
章
な
ど
か
ら
窺
え
る
。

　
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
「
手
習
」
で
は
、
小
野
に
身
を
隠
す
浮
舟
の
心
情
と
し
て
「
一
人
見
し
人
の
顔
は
な
く
て
、
み

な
老
法
師
、
ゆ
が
み
お
と
ろ
へ
た
る
者
ど
も
の
み
多
か
れ
ば
、
知
ら
ぬ
国
に
来
に
け
る
心
地
し
て
い
と
悲
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
小
野
雪
見
行
幸
絵
巻
」
で
は
小
野
は
雪
見
の
名
所
と
し
て
表
現
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
情
景
と
し
て
は
薪
や
柴
を
束
ね
て
運
ぶ
人
や

牛
が
描
か
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
の
「
灌
頂
巻
」
で
は
、
建
礼
門
院
が
住
む
大
原
の
庵
室
の
あ
り
様
を
、「
わ
づ
か
に
事
と
ふ
物
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の
建
物
の
主
の
よ
う
に
見
え
る
人
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
仏
堂
に
は
年
配
の
僧
が
二
人
い
る
が
、
そ
の
二
人
も
剃
髪
す
る
娘
の
両

脇
に
配
さ
れ
、
娘
の
方
を
向
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
建
物
の
美
麗
で
瀟
洒
な
様
子
は
、
こ
の
建
物
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
仏

堂
の
、
そ
の
中
央
で
剃
髪
さ
れ
て
い
る
娘
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
娘
は
仏
堂
の
中
心
に
座
し
、
剃
髪
さ
れ
て
い
る
［
図
36
］。
娘
を
剃
髪
す
る
若
い
僧
に
威
圧
的
な
様
子
は
ま
っ
た
く
な
く
、
そ
の
若

い
僧
と
両
脇
の
年
配
の
僧
が
形
作
る
三
角
形
の
ち
ょ
う
ど
中
央
に
、
娘
は
座
し
て
い
る
。
娘
は
正
面
を
向
き
、
髪
を
両
耳
の
下
で
束

ね
、
目
を
閉
じ
、
両
手
を
合
わ
せ
て
座
し
、
左
右
対
称
の
造
形
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
変
落
ち
着
い
て
堂
々
と
見
え
る
。

娘
の
前
に
は
黒
漆
塗
り
の
立
派
な
角
盥
も
置
か
れ
て
い
る
。
青
い
水
を
湛
え
る
池
を
臨
む
広
々
と
し
た
仏
堂
全
体
も
、
落
ち
着
い
た

図 35	 下巻

図 37	 下巻

図 36	 下巻
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踏
ま
え
つ
つ
、
小
野
と
い
う
新
天
地
で
娘
と
の
隠
遁
生
活
に
励
む
母
の
気

持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
橋
を
渡
る
と
、
竹
や
杉
の
枝
な
ど
で
で
き
た
簡
素
で
は
あ
る
が
凝
っ
た

造
り
の
門
が
開
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
画
面
の
高
い
位
置
に
描
か
れ
た

庵
へ
と
目
が
導
か
れ
る
。
庵
の
周
辺
は
土
坡
が
囲
ん
で
お
り
、
山
中
の
よ

う
な
風
情
で
あ
る
。
ま
た
庵
の
左
側
に
は
山
の
水
が
筧
を
伝
っ
て
落
ち
て

お
り
、
仏
道
を
修
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
の
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
庵
の

手
前
に
は
、
枝
に
雪
の
積
も
っ
た
数
本
の
木
々
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
木
々
の
姿
は
、
こ
こ
ま
で
の
絵
の
中
に
描
か
れ
て
い
た
木
々
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
左
端
一
番
手
前
の
木
の
枝
ぶ
り
な
ど
は
、
水
墨
山
水
画

に
描
か
れ
る
蟹か
い
そ
う
じ
ゅ

爪
樹
の
よ
う
な
形
態
で
あ
る
。
赤
い
蕾
の
つ
い
た
木
は
梅

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
や
ま
と
絵
に
見
る
よ
う
な
梅
の
姿
で

は
な
い
。
そ
う
思
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
景
色
全
体
も
、
水
墨
山
水
画
の
構

図
の
型
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
隠
者

の
住
む
山
中
の
庵
を
画
面
奥
に
配
し
、
画
面
の
手
前
に
大
き
な
樹
木
や
庵

に
通
じ
る
橋
、
そ
こ
を
渡
る
人
物
を
描
く
水
墨
山
水
画
の
型
が
、
こ
こ
で

意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
水
墨
画
の
場

合
、
描
か
れ
る
人
物
は
、
庵
の
住
人
も
訪
問
者
も
男
性
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
画
面
で
は
、
橋
を
渡
る
の
も
庵
の
中
に
い
る
の
も
、
尼
姿
の
女
性
で

図 38	 下巻

佇
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
娘
の
出
家
は
、
絵
の
中
で
静
か
に
で
は
あ
る
が
、
尊
重
さ
れ
祝
福
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

小
野
の
庵
の
情
景

　
そ
し
て
絵
巻
の
最
後
は
、
母
と
娘
二
人
が
隠
遁
生
活
を
送
る
情
景
と
な
っ
て
い
る
［
図
38
、
口
絵
12
］。
絵
巻
の
最
後
を
締
め
く
く
る

こ
の
女
性
二
人
の
隠
遁
の
情
景
は
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
二
人
の
庵
は
、
仏
堂
の
あ
る
屋
敷
か
ら
は
小
川
の
よ
う
な
水
流
と
霞
を
隔
て
た
先
に
描
か
れ
る
。
仏
堂
の
あ
る
屋
敷
に
も
水
景
が

め
ぐ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
庵
は
、
俗
世
と
は
二
重
に
水
景
を
隔
て
た
先
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
水
景

の
先
に
聖
地
を
描
く
例
は
多
い
［
27
］。
二
重
の
水
景
を
隔
て
た
こ
の
庵
は
、
聖
性
が
意
識
さ
れ
た
場
所
の
、
さ
ら
に
奥
の
聖
地
と
し

て
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
は
、
凍
て
つ
く
よ
う
な
冬
景
色
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
こ
の
地
の
聖
性
を
さ
ら
に

高
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
庵
に
は
、
手
前
の
水
流
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
て
い
く
。
母
の
尼
が

ち
ょ
う
ど
そ
の
橋
を
渡
っ
て
お
り
、
観
者
の
目
を
導
い
て
い
る
。
母
は
、

裸
足
で
雪
の
積
も
っ
た
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
お
り
冷
た
そ
う
だ
が
、
に
こ

や
か
で
あ
り
、
こ
の
隠
遁
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。
そ
の
母

の
そ
ば
に
は
「
す
み
わ
ぶ
る
身
こ
そ
思
へ
ば
う
れ
し
け
れ
さ
ら
で
は
世
を

も
い
と
ふ
べ
し
や
は
」
と
い
う
画
中
詞
が
書
か
れ
て
い
る
。「
す
み
」
と

い
う
語
か
ら
は
、
都
の
「
隅
」
や
「
住
む
」、
大
原
の
産
で
あ
る
「
炭
」、

眉
墨
の
「
墨
」
な
ど
が
連
想
さ
れ
る
［
28
］。
こ
こ
ま
で
の
物
語
の
内
容
を
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野
に
暮
ら
し
た
女
性
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
受
け
つ
つ
、
前
向
き
に
仏
道
に
専
心
す
る
姿
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
　
　

　
母
と
娘
の
女
性
二
人
が
世
を
離
れ
暮
ら
し
を
営
む
庵
は
、
簡
素
な
造
り
で
は
あ
る
が
、
切き
れ

目め

縁え
ん

が
回
っ
て
お
り
［
31
］、
明
か
り
障

図 40	 下巻

子
が
入
っ
た
空
間
は
明
る
く
清
潔
感
に
溢
れ
、
中
に
は
阿
弥
陀
如
来
が

祀
ら
れ
て
い
る
［
図
40
］。
娘
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
時
香
盤
で
あ

る
こ
と
は
既
に
見
た
。
娘
は
時
香
盤
を
、
母
は
火
桶
を
扱
い
な
が
ら
言

葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
女
性
二
人
の
会
話
を
記
す
画
中
詞
も
見
過
ご
す

こ
と
の
で
き
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
意
味
や
機
能
に
つ

い
て
は
次
の
項
で
論
じ
た
い
。

画
中
詞
に
記
さ
れ
る
二
人
の
会
話

　
最
終
場
面
の
画
面
の
中
に
は
、
娘
と
母
の
会
話
が
以
下
の
よ
う
な
画

中
詞
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

一
　
仏
の
御
あ
か
し
と
も
さ
せ
給
へ
。

二
　
香
の
火
を
た
て
候
へ
ば
、
つ
き
候
は
ぬ
ぞ
。

三
　
又
れ
い
の
物
さ
は
が
し
さ
は
。
ゆ
わ
う
も
つ
か
ぬ
か
た
に
て
、
た

て
さ
せ
給
ふ
か
。
そ
れ
で
い
に
て
は
、
臨
終
の
時
、
観
音
来
迎
の

う
て
な
に
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
と
て
、
そ
ば
な
る
つ
り
ひ
お
け
に
の
ぼ

あ
る
。
女
性
二
人
が
隠
遁
生
活
を
送
る
場
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
小
野
」
と
い
う
女

性
に
ふ
さ
わ
し
い
場
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
絵
と
し
て
は
水
墨
山
水
画
の
イ
メ

ー
ジ
を
借
り
て
、
厳
し
く
清
冽
な
冬
の
景
色
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
は
、
女
性
と
い
う
身
体
を
持
つ
が
故
に
不
浄
を
観
想
さ
れ
た
女
性
と
そ
の
母

が
、
そ
の
状
況
か
ら
脱
出
し
、
辿
り
着
い
た
境
地
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考

え
ら
れ
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
橋
を
渡
る
母
の
尼
は
、
右
手
に
は
薪
を
持
ち
、
左
手
に
は
緑
の
植
物
を
入
れ
た
籠
を

持
っ
て
い
る
［
図
39
］。
尼
の
こ
の
二
つ
の
持
ち
物
は
、
小
野
に
隠
棲
し
た
女
性
た
ち
の

物
語
を
想
起
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、『
平
家
物
語
』「
灌
頂
巻
」
で
は
、
大
原
を
訪
れ
た

後
白
河
院
の
待
つ
寂
光
院
の
庵
に
、
建
礼
門
院
と
大だ
い

納な

言ご
ん
の
す
け
佐
が
そ
れ
ぞ
れ
手
に
、
花
籠

に
入
れ
た
岩
つ
つ
じ
と
、
薪
に
す
る
小
枝
を
持
っ
て
山
か
ら
下
り
て
く
る
。
そ
の
様
子

は
後
に
「
大
原
御
幸
図
」
と
し
て
絵
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
母
尼
の
持
つ
籠
の
植
物
を

緑
の
菜
と
見
る
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
「
手
習
」
で
、
小
野
の
尼
君
が
籠
に
入
れ

図 39	 下巻

た
若
菜
を
浮
舟
に
届
け
た
こ
と
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
［
29
］。
母
の
尼
が
持
つ
薪
と
籠
の
緑
に
は
、
女
性
の
話
で
は
な
い
も
の
の
、
法

華
経
の
提
婆
達
多
品
に
説
か
れ
る
釈
迦
の
阿
私
仙
給
仕
の
話
を
重
ね
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
世
の
釈
迦
は
、
菜
を
摘
み
、

水
を
汲
み
、
薪
を
運
ん
で
、
阿
私
仙
に
仕
え
法
華
経
を
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
を
引
用
し
た
モ
チ
ー
フ
は
中
世
の
様
々
な
文
学

や
絵
画
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
［
30
］。
こ
の
母
尼
の
持
つ
薪
と
菜
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
は
、
釈
迦
の
修
行
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
母
尼
が
裸
足
で
あ
る
こ
と
も
修
行
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
て
い
よ
う
。
母
尼
の
衣
の
裾
は
少
し
ひ
ら
め
い
て
、
雪
の
う
っ
す
ら

と
積
も
っ
た
橋
を
裸
足
で
踏
み
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
い
る
。
薪
や
菜
を
持
ち
裸
足
で
橋
を
渡
る
母
尼
は
、
こ
の
よ
う
に
小
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そ
の
画
中
詞
に
は
、
こ
の
二
人
が
往
生
を
確
信
し
隠
遁
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
臨
終
に
際
し
来
迎
す
る
観

音
の
蓮
台
に
上
ろ
う
と
し
て
そ
ば
に
あ
る
吊
り
火
桶
に
上
っ
て
足
を
や
け
ど
す
る
、
と
い
う
母
の
台
詞
は
、
来
迎
や
往
生
を
確
信
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
不
浄
観
説
話
で
語
ら
れ
る
、
死
ん
で
腐
り
臭
気
を
発
す
る
女
性
は
、
極
楽
往
生
と
は
遠
い
存

在
で
あ
る
。
し
か
し
、
娘
は
そ
の
よ
う
な
不
浄
か
ら
は
脱
し
て
出
家
し
、
臨
終
に
際
し
て
来
迎
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、
母
と

と
も
に
隠
遁
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
観
者
は
、
女
性
に
抑
圧
的
に
は
た
ら
く
仏
教
思
想
の
縛
り
か

ら
解
放
さ
れ
、
こ
の
最
終
場
面
で
女
性
二
人
の
会
話
を
画
中
詞
と
し
て
読
み
な
が
ら
、
二
人
の
隠
遁
生
活
を
と
も
に
ゆ
っ
く
り
楽
し

み
味
わ
い
、
と
も
に
往
生
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
に
画
中
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
観
者
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
室
町
時
代
の
白
描
物
語
絵

巻
「
新
蔵
人
絵
巻
」
の
最
終
場
面
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
女
性
が
、
尼
寺
と
い
う
場
で
女
性
性
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る

異
議
申
し
立
て
の
台
詞
を
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
画
中
詞
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
江
口
啓
子
氏
、
メ
リ
ッ
サ
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
氏
は
、

「
新
蔵
人
絵
巻
」
の
こ
の
画
中
詞
に
つ
い
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
本
筋
を
語
る
詞
書
と
は
異
な

り
、
画
中
詞
か
ら
は
、
物
語
を
作
り
享
受
し
た
女
性
た
ち
の
本
音
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
画
中
詞
に
ユ
ー

モ
ア
が
あ
る
の
は
、
そ
の
場
面
の
革
新
性
�
�
尼
寺
と
い
う
場
で
、
女
性
が
女
性
性
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
�
�
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ

ュ
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、
を
［
34
］。

　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
こ
の
場
面
の
画
中
詞
で
は
、
二
人
は
何
か
に
対
し
直
接
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
先
の
研
究
に
倣
い
、
こ
の
画
中
詞
の
会
話
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
女
性
を
不

浄
と
す
る
見
方
に
抗
お
う
と
す
る
こ
の
絵
巻
全
体
の
主
張
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

仏
教
の
教
え
に
異
議
を
唱
え
る
と
い
う
重
大
な
絵
巻
の
真
意
を
、
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
会
話
を
最
終
場
面
に
記
す
こ
と
で
、
カ
モ
フ
ラ

ー
ジ
ュ
し
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
画
中
詞
と
い
う
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
肉
声
を
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
に
記
す
こ
と

り
て
、
足
や
か
せ
給
ぬ
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
。

四
　
あ
ら
け
し
か
ら
ず
や
、
さ
ま
で
の
事
や
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き
。

　
母
が
ま
ず
「
仏
の
御
あ
か
し
と
も
さ
せ
給
へ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
に
奉
る
時
香
盤
の
香
の
火
を
つ
け
る
よ
う
に
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
娘
は
、「
香
の
火
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
つ
き
ま
せ
ん
よ
」
と
答
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
母

は
、
娘
の
眉
墨
取
り
違
え
の
失
敗
を
思
い
出
し
「
ま
た
せ
っ
か
ち
な
こ
と
。
つ
け
木
（
硫
黄
）
で
も
火
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
火
を

た
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
言
い
、「
そ
ん
な
に
せ
っ
か
ち
だ
と
、
臨
終
の
と
き
、
観
音
様
の
来
迎
の
蓮
台
に
上
ろ
う
と

し
て
、
そ
ば
に
あ
る
吊
り
火
桶
に
上
っ
て
足
を
や
け
ど
し
ま
す
よ
」
と
言
う
。
す
る
と
娘
は
「
あ
ら
ひ
ど
い
。
そ
こ
ま
で
の
こ
と
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
答
え
て
い
る
［
32
］。
化
粧
の
失
敗
も
思
い
出
し
な
が
ら
の
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
二
人
の
楽
し
げ
な
会
話
が
展

開
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
が
詞
書
で
は
な
く
画
中
詞
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
絵
巻
の
画
面
に
書
か
れ
る
画

中
詞
に
は
、
そ
の
情
景
を
単
に
説
明
す
る
だ
け
の
も
の
も
あ
る
が
、
登
場
人
物
の
台
詞
を
口
語
で
書
い
て
臨
場
感
を
出
そ
う
と
す
る

も
の
も
あ
る
。
こ
の
場
面
の
画
中
詞
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
画
中
詞
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
の
場
で
二
人
の

生
の
声
を
聞
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
近
年
の
研
究
で
は
、
画
中
詞
に
は
観
者
を
そ
の
場
面
に
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
機
能
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
33
］。
画

面
に
画
中
詞
が
あ
る
と
観
者
は
つ
い
そ
れ
を
読
ん
で
し
ま
う
た
め
、
絵
を
流
す
よ
う
に
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
画
中
詞
の

有
無
に
よ
っ
て
、
観
者
が
場
面
に
目
を
と
ど
め
る
時
間
を
繰
り
、
物
語
に
抑
揚
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
場

面
に
画
中
詞
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
者
は
こ
の
場
面
を
長
く
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
長
い
画
中
詞
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
場
面
を
じ
っ
く
り
鑑
賞
さ
せ
味
わ
わ
せ
よ
う
と
す
る
絵
巻
制
作
者
の
意
図
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
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41
］。
娘
が
黒
い
顔
に
気
づ
き
顔
の
墨
を
洗
い
流
す
上
巻
第
二
段
に
は
、
ざ
く
ろ
、
桔
梗
、
か
ん
ぞ
う
、
り
ん
ど
う
、
菊
、
萩
な
ど
、

夏
か
ら
秋
の
植
物
が
、
下
巻
の
絵
の
う
ち
娘
が
出
家
を
す
る
場
面
に
は
、
紅
葉
し
た
も
み
じ
、
萩
や
菊
、
す
す
き
、
り
ん
ど
う
と
い

っ
た
秋
の
植
物
が
［
図
42
］、
そ
し
て
最
後
の
隠
遁
生
活
の
庵
の
ま
わ
り
に
は
、
葉
を
落
と
し
た
木
々
や
藪
こ
う
じ
、
蕾
を
つ
け
た
梅

の
木
と
い
っ
た
冬
の
植
物
が
描
か
れ
て
い
た
［
図
43
］。
こ
の
よ
う
な
季
節
の
表
現
は
、
な
ぜ
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
考
え
る
上
で
比
較
し
た
い
の
が
、
九
相
図
に
お
け
る
四
季
の
表
現
で
あ
る
。
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
人
道
不
浄
相
幅
」
で
は
、

女
性
の
死
体
の
変
化
し
て
い
く
様
が
、
四
季
の
推
移
と
絡
め
て
描
か
れ
て
い
る
。
最
上
部
に
描
か
れ
る
白
い
肌
の
死
体
の
そ
ば
に
は

桜
が
花
び
ら
を
散
ら
し
て
お
り
［
図
44
］、
肌
が
黒
く
な
り
破
れ
た
あ
た
り
で
は
紅
葉
の
葉
が
赤
く
色
づ
き
［
図
45
］、
骨
と
化
し
た
と

こ
ろ
に
は
枯
れ
草
が
描
か
れ
て
い
る
［
図
46
］。
こ
の
よ
う
な
四
季
の
表
現
は
、
無
常
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
35
］。
つ

ま
り
、「
不
浄
」
を
描
く
九
相
図
に
、「
無
常
」
を
表
す
四
季
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
［
36
］。

図 44	 人道不浄相幅　六道絵のうち　
	 聖衆来迎寺蔵

図 45	 人道不浄相幅　

図 46	 人道不浄相幅　

が
で
き
る
伝
達
手
段
を
こ
こ
で
使
っ
て
笑
い
を
取
り
、
絵
巻
の
最
後
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
不
浄
と
さ
れ
る
女
性
で
も
自
ら
不

浄
を
脱
し
、
出
家
し
、
往
生
で
き
る
の
だ
と
す
る
本
心
が
、
こ
こ
で
ユ
ー
モ
ア
を
か
ぶ
せ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

絵
巻
の
四
季
の
表
現

　
こ
の
絵
巻
で
は
、
全
巻
を
通
し
て
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
四
季
の
草
花
や
花
木
が
順
に
描
か
れ
て
い
た
。
詞
書
に
は
何
も
記
述
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
で
は
、
季
節
を
表
す
多
く
の
植
物
が
順
に
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
に
展
開
す
る
四
季
の
表
現
の
意

味
を
、
最
後
に
考
え
て
み
た
い
。

　
季
節
の
表
現
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
娘
と
僧
が
対
面
し
僧
が
逃
げ
て
行
く
上
巻
第
一
段
に
は
、
藪
こ
う
じ
や
青
い
葉
の
も
み
じ
、

実
を
つ
け
た
桜
の
木
、
あ
や
め
の
白
い
花
、
そ
う
び
や
筍
な
ど
、
冬
か
ら
夏
に
至
る
季
節
感
を
見
せ
る
植
物
が
描
か
れ
て
い
た
［
図

図 41	 上巻第 1段

図 42	 下巻

図 43	 下巻
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た
偽
り
の
飾
り
で
隠
す
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
絵
巻
で
は
、
娘
は
化
粧
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
黒
く
不
浄
に
見
え
る
顔
に
な
り
、

墨
を
洗
い
流
し
て
素
顔
の
美
し
い
顔
に
な
る
。
そ
こ
に
不
浄
に
関
わ
る
従
来
の
考
え
方
を
覆
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
図
を
想
定
す
る
と
、
こ
の
絵
巻
の
中
の
他
の
様
々
な
表
現
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
。
娘
の
顔
を
見
た
僧

が
転
び
な
が
ら
逃
げ
て
行
く
こ
と
、
娘
が
「
黒
い
顔
」
か
ら
「
白
い
顔
」
に
な
る
こ
と
、
出
家
し
た
娘
が
時
香
盤
で
香
を
焚
い
て
い

る
こ
と
、「
可
緩
為
急
、
可
急
為
緩
」
と
い
う
文
言
と
、
白
粉
と
眉
墨
の
塗
り
間
違
い
を
同
じ
も
の
だ
と
す
る
詞
書
の
文
言
の
意
味

な
ど
は
、
従
来
の
女
性
に
対
す
る
不
浄
観
を
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
可
能
と
な
っ
た
。

　
そ
し
て
下
巻
で
は
娘
は
母
と
と
も
に
小
野
へ
行
き
、
出
家
し
隠
遁
す
る
。
娘
が
出
家
す
る
小
野
の
屋
敷
は
、
従
来
の
小
野
の
寂
し

い
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
よ
う
な
様
子
で
描
か
れ
、
絵
巻
の
最
後
に
は
、
母
と
娘
の
小
野
に
お
け
る
隠
遁
生
活
が
、
厳
し
く
清
ら
か
な
冬

の
情
景
の
中
に
表
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
女
性
の
状
況
は
望
ま
し
い
方
向
に
移
っ
て
い
き
、
四
季

が
め
ぐ
っ
た
最
後
に
、
女
性
二
人
が
楽
し
げ
に
隠
遁
生
活
を
送
る
。
こ
れ
は
、
四
季
の
推
移
と
と
も
に
女
性
の
体
が
腐
り
骨
に
な
る

九
相
図
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
に
抗
い
そ
れ
を
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
表
現
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
絵
巻
に
は
各
所
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
そ
の
ユ
ー
モ
ア
の
奥
に
は
、
仏
教
思
想
へ
の
鋭
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
僧
の
真
剣
な
不
浄
観
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
あ
わ
て
て
眉
墨
を
塗
っ
て
し
ま
っ
た
娘
の
黒
い

顔
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
笑
い
を
誘
う
表
現
な
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
表
現
に
よ
り
、
僧
が
不
浄
を
観
想
し
て
い
る
女
性
の
体
で
黒
い

の
は
、
眉
墨
を
塗
っ
た
顔
の
表
面
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
往
生
要
集
』
な
ど
で
、
内
臓
や
骨
、
肉
や
血

な
ど
の
詰
ま
っ
た
体
の
す
べ
て
を
不
浄
と
し
、
そ
れ
が
女
性
の
身
体
な
の
だ
と
す
る
考
え
方
に
異
を
唱
え
よ
う
と
す
る
表
現
な
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
娘
は
、
自
分
の
顔
が
黒
い
こ
と
に
、
母
に
言
わ
れ
る
ま
で
気
づ
か
な
い
。
こ
れ
も
、
女
性
が
自
ら
の
体
を
不
浄
と

は
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
の
場
面
の
画
中
詞
の
ユ
ー
モ
ア
も
、
絵
巻
全
体
の
表
現

の
意
図
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
絵
巻
に
見
ら
れ
る
ユ
ー
モ
ア
の
中
に
は
、
鋭
い
批
判
精

　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
お
い
て
も
、「
不
浄
」
や
「
無
常
」
を
取
り
込
み
四
季
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
絵
巻
で
は
九
相

図
と
は
異
な
り
、
四
季
が
め
ぐ
っ
た
最
後
の
冬
に
、
女
性
が
自
ら
の
居
場
所
を
見
つ
け
穏
や
か
に
隠
遁
生
活
を
送
る
情
景
が
描
か
れ

て
い
る
。
九
相
図
で
は
、
季
節
が
進
む
ご
と
に
女
性
の
体
は
腐
り
、
干
か
ら
び
、
朽
ち
て
い
き
、
骨
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
絵
巻
で

は
、
季
節
の
推
移
に
伴
っ
て
、
女
性
は
俗
世
か
ら
離
れ
、
出
家
し
、
隠
遁
す
る
に
至
る
。
そ
れ
が
俗
世
か
ら
の
下
降
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
九
相
図
と
は
逆
に
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
女

性
の
状
況
は
望
ま
し
い
方
向
に
移
っ
て
い
き
、
最
後
の
冬
に
女
性
二
人
が
楽
し
げ
に
隠
遁
生
活
を
送
る
場
面
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
推
移
す
る
四
季
を
順
に
表
し
た
最
後
に
位
置
す
る
冬
の
情
景
に
は
、
四
季
の
す
べ
て
を
含
み
込
ん
だ
浄
土
の
よ
う
な
場
、

と
い
う
意
味
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
冬
の
情
景
が
、
季
節
の
上
で
も
女
性
の
物
語
の
上
で
も
、

最
終
の
最
高
の
到
達
点
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
冬
の
情
景
を
描
く
の
に
、「
小
野
」
は
、
女
性
が
俗
世
を
逃
れ
て
隠
棲
で
き
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
雪
の
名
所
で

あ
っ
た
た
め
、
恰
好
の
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
不
浄
と
見
な
さ
れ
た
女
性
が
出
家
し
隠
遁
す
る
物
語
と
、
四
季
の
推
移
と
、
小
野

と
い
う
場
の
設
定
は
、
一
体
と
な
っ
て
こ
の
最
後
の
冬
の
情
景
を
完
結
さ
せ
、
従
来
の
九
相
図
に
抗
う
表
象
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
内
容

　
以
上
、
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
絵
巻
に
は
、
眉
墨
と
白
粉
を
取
り
違
え
、
顔
に
墨
を
塗
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
が
、
男
性
僧
侶
と
対
面
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描

か
れ
て
い
た
。
体
の
不
浄
を
表
す
九
相
図
や
不
浄
観
説
話
を
踏
ま
え
て
見
る
と
、
こ
れ
を
、
僧
が
娘
に
対
し
不
浄
観
を
な
し
て
い
る

場
面
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
不
浄
観
説
話
に
お
い
て
は
、
女
性
は
不
浄
な
体
を
「
化
粧
」
や
「
た
き
物
」
と
い
っ
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を
待
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
［
38
］。
九
相
図
の
死
体
が
た
だ
一
人
、
野
ざ
ら
し
の
状
態
に
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
使
用
人
の

死
の
状
況
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
九
相
図
の
死
者
は
、
主
家
を
追
い
出
さ
れ
た
身
よ
り

の
な
い
使
用
人
の
立
場
に
あ
る
女
性
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
九
相
図
の
女
性
は
若
い
肢
体
を
さ
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
九

相
図
は
、
身
よ
り
の
な
い
使
用
人
と
い
う
立
場
の
若
い
女
性
が
、
野
ざ
ら
し
の
状
態
で
肌
も
露
に
死
ん
で
腐
っ
て
い
く
状
態
を
、
不

図 47	 九相詩絵巻　新死相　九州国立博物館蔵╱画像提供

図 48	 人道不浄相幅　六道絵のうち　聖衆来迎寺蔵

神
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
節
　
女
性
視
点
か
ら
描
か
れ
た
九
相
の
絵
や
物
語

　
以
上
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
絵
巻
が
、
男
性
視
点
に
立
っ
た
不
浄
観
説
話
や
九
相
図

が
多
く
作
ら
れ
た
中
世
に
お
い
て
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
男
性

の
不
浄
観
に
抗
う
よ
う
な
内
容
を
持
つ
九
相
図
の
作
品
は
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
最
後
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
中
世
に
お
い
て
は
、
九
相
図
に
も
変
奏
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
州
国
立
博
物
館
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」（
一
五
〇
一
年
）
や
東

京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」（
十
六
世
紀
）
の
中
に
は
、
従
来
の
九
相
図
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
絵
が
、
九
相
の
最
初

の
新
死
相
の
図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
［
37
］。
こ
の
二
つ
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
の
大
枠
は
、
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
人
道
不
浄
相
幅
」
の

よ
う
な
従
来
の
九
相
図
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
新
死
相
の
図
と
し
て
は
、
老
齢
の
女
性
が
、
室
内
で
、
身
内
の
女
性
た
ち
に
囲
ま

れ
て
、
死
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
［
図
47
］。
そ
れ
は
、
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
人
道
不
浄
相
幅
」
な
ど
で
、
若
い
女

性
が
、
一
人
、
野
ざ
ら
し
の
状
態
で
、
死
ん
で
腐
っ
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
［
図
48
］、
ま
っ
た
く
異
な
る
図
像

で
あ
る
。
死
者
の
年
齢
も
、
死
者
が
一
人
で
は
な
い
こ
と
も
、
死
者
が
屋
内
に
い
る
こ
と
も
、
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
図
は
何
を
見

せ
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
問
い
の
前
に
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
九
相
図
で
は
、
女
性
が
一
人
、
野
ざ
ら
し
の
状
態
で
死
ん
で
腐
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、
身
内
で
は
な
く
使
用
人
が
瀕
死
の
状
態
に
な
っ
た

場
合
、
そ
の
死
穢
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
、
主
家
は
そ
の
使
用
人
を
家
か
ら
追
い
出
し
、
使
用
人
は
一
人
鳥
辺
野
な
ど
へ
行
き
そ
こ
で
死
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の
死
に
遭
い
、
そ
の
女
性
の
死
体
が
腐
り
骨
と
な
る
ま
で
を
見
届
け
無
常
を
悟
る
。
こ
の
版
本
の
中
に
は
、
そ
の
九
相
を
見
届
け
る

女
性
の
様
子
が
絵
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
［
図
49
］。
そ
の
絵
で
は
、
女
性
は
死
体
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
が
、
死
体
の
方
は
見
て
い

な
い
。
女
性
が
死
体
を
見
ず
、
目
に
袖
を
当
て
て
い
る
の
は
、
泣
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
仕
種
で
描
く

こ
と
に
よ
り
、
男
性
が
女
性
の
死
体
に
不
浄
観
を
な
す
と
き
の
よ
う
な
冷
た
い
視
線
を
向
け
る
ポ
ー
ズ
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
女
性
は
山
の
奥
深
く
に
入
っ
て
行
き
、
庵
室
に
一
人
で
住
む
老
比
丘
尼
に
出
会
い
、
仏
教
の
深
遠
に

導
か
れ
、
大
往
生
を
遂
げ
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
で
は
、
女
性
が
、
女
性
の
死
体
の
九
相
を
見
届
け
、
女
性
の
導
き
で
往
生
を
遂
げ
る

浄
観
の
対
象
と
し
て
描
い
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
淫
欲
を
戒
め
る
手
段
で
あ
る
不
浄
観
の
対
象
と
し
て
そ
の
よ
う
な
女

性
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
性
的
に
見
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
若
い
孤
独
な
身
よ
り
の
な
い
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、

性
的
な
視
線
に
、
憐
み
や
蔑
み
、
支
配
欲
が
追
加
さ
れ
、
絵
を
見
る
男
性
の
眼
差
し
は
、
た
と
え
不
浄
を
観
想
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
暴
力
的
な
も
の
と
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
九
州
国
立
博
物
館
本
や
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
で
、
老
齢
の
女
性
が
、
身
内
の

女
性
た
ち
に
囲
ま
れ
、
室
内
で
臨
終
を
迎
え
る
様
子
は
、
そ
の
よ
う
な
九
相
図
の
図
像
の
あ
り
方
に
抗
う
表
象
と
し
て
描
か
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
つ
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
の
新
死
相
に
お
け
る
死
人
の
年
齢
・
場
・
状
況
な
ど
が
、
従
来
の
九

相
図
の
表
現
と
は
こ
と
ご
と
く
相
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
性
が
仏
教
に
結
縁
し
、
仏
教
の
女
性
観
を
自
ら
の
身
体
に
引
き
受

け
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
九
相
図
と
い
う
表
象
の
意
味
や
形
式
に
違
和
感
を
持
っ
た
女
性
は
い
た
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
九
相
図
の
枠

組
み
は
踏
襲
し
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
女
性
が
見
た
場
合
に
も
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
と
作
ら
れ
た
の
が
、
新
た

な
新
死
相
の
図
を
含
む
こ
れ
ら
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
［
39
］。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
作
ら
れ

た
意
味
は
、
男
性
の
不
浄
観
を
読
み
替
え
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
が
作
ら
れ
た
意
味
と
も
重
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
近
世
に
な
る
と
、
男
性
の
不
浄
観
を
女
性
が
う
ま
く
利
用
し
て
女
性
自
身
が
出
家
し
た
り
、
不
浄
観
自
体
を
女
性
が
行
う

物
語
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
「
七
人
び
く
に
」（
近
世
初
期
頃
）
の
「
兵
部
の
御
か
た
の
事
」
に
は
、
世
に
無
常
を
感
じ
た
女
性
が
、
夫
婦
の
絆
を
断

ち
切
る
べ
く
、
な
り
ゆ
く
に
任
せ
た
不
浄
な
姿
を
夫
に
見
せ
、
髑
髏
を
夫
に
触
ら
せ
、
自
分
の
顔
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
最

後
に
は
夫
を
諭
し
出
家
し
、
諸
国
を
巡
る
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
る
。
女
性
が
不
浄
観
を
使
っ
て
自
ら
の
出
家
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
二
人
び
く
に
」（
十
七
世
紀
）
で
は
、
戦
乱
で
夫
を
亡
く
し
た
女
性
が
、
別
の
女
性
と
出
家
を
志
す
も
の
の
、
そ
の
女
性

図 49	 二人びくに　個人蔵

図 50	 二人びくに
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［
4
］
下
巻
の
詞
書
〈
甲
〉
に
は
、「
娘
も
出
家
し
て
、
ふ
る
さ
と
も
住
み
う
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
北
山
に
小
野
と
い
ふ
山
里
に
、
こ
と
の
縁
あ
り
け
る
上
、

つ
ま
木
を
拾
ふ
た
よ
り
も
、
し
か
る
べ
く
侍
け
れ
ば
、
二
人
な
が
ら
、
か
の
山
さ
と
に
住
み
て
、
ひ
と
へ
に
、
後
の
世
の
つ
と
め
を
な
ん
し
侍
り
け

り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

［
5
］
こ
の
絵
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
国
宝
六
道
絵
』（
泉
武
夫
・
加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編
著
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

［
6
］
九
相
図
の
作
例
や
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、『
九
相
図
資
料
集
成
�
�
死
体
の
美
術
と
文
学
』（
山
本
聡
美
・
西
山
美
香
編
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九

年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

［
7
］『
源
信
　
往
生
要
集
　
原
典
日
本
仏
教
の
思
想
4
』（
石
田
瑞
麿
訳
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
し
た
。

［
8
］
不
浄
観
に
つ
い
て
は
、『
摩
訶
止
観
』
巻
七
─
上
や
巻
九
─
上
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
七
─
上
に
は
、「
も
し
女
色
を
縁
じ
、
耽
湎
て
懐
に
在
り
、

惑
著
し
て
離
れ
ず
ん
ば
、
ま
さ
に
不
浄
観
を
も
ち
い
て
治
を
な
す
べ
し
。
愛
す
る
と
こ
ろ
の
人
の
初
め
に
死
す
る
の
相
を
観
ず
る
に
、
言
語
適
爾
な

る
も
奄
に
し
て
す
な
わ
ち
い
ず
く
に
か
去
る
、
身
は
冷
や
か
に
し
て
色
変
じ
、
虫
膿
流
出
す
。
不
浄
の
臭
き
と
こ
ろ
に
穢
悪
充
満
し
、
塚
間
に
捐
棄

て
ら
れ
て
朽
敗
せ
る
木
の
ご
と
し
、
昔
は
愛
重
せ
し
と
こ
ろ
も
い
ま
な
ん
の
見
る
と
こ
ろ
ぞ
、
と
。
こ
れ
、
悪
き
も
の
の
た
め
に
わ
れ
を
し
て
憂
労

せ
し
む
と
な
し
、
す
で
に
欲
の
過
を
識
り
、
婬
心
す
な
わ
ち
息
む
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

［
9
］
た
だ
し
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
と
い
っ
た
仏
教
説
話
画
に
は
、
男
性
の
死
体
の
そ
ば
に
烏
や
犬
が
来
て
い
た
り
、
そ
の
死
体
が
骨
と
な
っ
た
と
こ
ろ

が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
死
体
が
腐
っ
て
い
く
九
相
の
様
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。	

［
10
］「
人
道
不
浄
相
幅
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
加
須
屋
誠
「
第
四
章
　
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
「
人
道
不
浄
相
図
」
考
」（
同
『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と

機
能
�
�
此
岸
と
彼
岸
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
に
詳
し
い
。

［
11
］
ま
た
『
閑
居
友
』
下
─
九
で
は
、
不
浄
の
姿
を
し
た
宮
腹
の
女
房
が
、
男
性
僧
に
対
し
「
仏
道
近
き
御
身
な
れ
ば
、
偽
り
の
色
を
見
せ
奉
ら
む
も
、

か
た
〴
〵
畏
れ
も
侍
ぬ
べ
け
れ
ば
、
か
や
う
に
う
ち
と
け
侍
ぬ
る
也
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
が
仏
道
を
修
す
る
人
だ
か
ら
こ
そ
、
美

し
く
飾
っ
た
偽
り
の
姿
で
は
な
く
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
見
せ
た
の
だ
と
す
る
。

［
12
］
二
人
の
女
性
が
九
相
図
の
図
像
と
似
て
い
る
点
と
し
て
は
、
仮
小
屋
の
女
性
が
椀
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
（
九
相
図
で
は
椀
は
枕
辺
に
置
か
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
椀
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
共
通
す
る
）、
そ
の
女
性
の
近
く
に
犬
や
烏
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
仰
向
け
の
女
性
の
下
半
身
に
布
状
の

物
が
掛
け
ら
れ
白
い
上
半
身
を
さ
ら
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

［
13
］
こ
の
僧
が
不
浄
観
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
土
屋
貴
裕
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
土
屋
「
約
束
さ
れ
た
救
済
の
情
景
�
�
二
河
白
道
図
」（『
ク
リ
ー
ブ

の
で
あ
る
。
図
50
は
、
友
の
九
相
を
見
届
け
た
女
性
が
、
僧
の
よ
う
に
見
え
る
完
全
剃
髪
姿
と
な
っ
て
、
老
比
丘
尼
と
出
会
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
い
山
が
聳
え
、
そ
の
上
に
紫
雲
で
あ
る
か
の
よ
う
な
雲
が
浮
か
ぶ
景
色
の
中
に
、
女
性
性
を
脱
し
た
二
人
が

出
会
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。

　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
は
、
こ
の
よ
う
に
女
性
の
視
点
か
ら
不
浄
や
無
常
、
出
家
、
遁
世
、
往
生
を
語
る
作
品
群
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
九
相
や
不
浄
を
表
象
す
る
文
学
や
絵
画
の
歴
史
の
中
に
置
く
な
ら
ば
、
こ
の
絵
巻
が
確
固
と
し
た
位

置
や
主
張
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
含
む
新
た
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
作
品
は
新

し
い
解
釈
に
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
絵
巻
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
今
回
は
そ
れ
を
推
測
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は

辿
り
着
か
な
か
っ
た
。
制
作
者
や
制
作
環
境
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
痛
快
な
内
容
の
絵
巻
を
作
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
束
縛
を
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
か
わ
す
表
現
を
我
々
に
見
せ
て
く
れ
た
制
作
者
に
、
私
は
心
か
ら
の
拍
手
を
送
り
た
い
。

［
1
］
梅
津
次
郎
「
徳
川
美
術
館
の
掃
墨
絵
に
つ
い
て
」（
同
『
絵
巻
物
叢
考
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
八
年
、
初
出
一
九
五
八
年
）。

［
2
］
寺
本
直
彦
「
徳
川
美
術
館
蔵
「
は
い
ず
み
物
語
絵
巻
」
の
詞
書
に
つ
い
て
」（
同
『
物
語
文
学
論
考
』
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）、

原
槇
子
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」（『
体
系
物
語
文
学
史
　
第
五
巻
　
物
語
文
学
の
系
譜
Ⅲ
　
鎌
倉
物
語
2
』
三
谷
栄
一
編
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
）。

	

作
品
解
説
と
し
て
は
、
以
下
の
四
辻
秀
紀
氏
に
よ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
四
辻
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
解
説
（『
徳
川
美
術
館
名
品
集
1
　
絵
巻
』
徳
川

美
術
館
、
一
九
九
三
年
）、
四
辻
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
解
説
（『
絵
で
楽
し
む
日
本
む
か
し
話
�
�
お
伽
草
子
と
絵
本
の
世
界
』〈
展
覧
会
図
録
〉
徳
川

美
術
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

［
3
］
梅
津
次
郎
氏
は
、
上
巻
に
含
ま
れ
る
詞
書
と
絵
を
前
か
ら
順
に
、「
絵
第
一
段
」「
詞
第
一
段
」「
絵
第
二
段
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、

「
詞
第
一
段
」
は
現
存
し
て
い
る
「
絵
第
一
段
」
の
後
に
く
る
内
容
で
あ
る
こ
と
、「
詞
第
一
段
」
の
内
容
に
対
応
す
る
絵
は
「
絵
第
二
段
」
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
本
書
で
は
現
存
す
る
絵
・
詞
書
を
前
か
ら
順
番
に
、「
第
一
段
絵
」、「
第
二
段
詞
書
」、「
第
二
段
絵
」
と
呼
ぶ
こ
と
と

し
た
い
。
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一
九
九
八
年
）。

［
26
］
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
霧
」
の
帖
で
は
、
小
野
の
情
景
と
し
て
、「
山
風
に
た
へ
ぬ
木
々
の
梢
も
、
峰
の
葛
葉
も
心
あ
わ
た
た
し
う
あ
ら
そ
ひ
散

る
紛
れ
に
、
尊
き
読
経
の
声
か
す
か
に
、
念
仏
な
ど
の
声
ば
か
り
し
て
、
人
の
け
は
ひ
い
と
少
な
う
、
木
枯
の
吹
き
払
ひ
た
る
に
、
鹿
は
た
だ
籬
の

も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
、
山
田
の
引
板
に
も
驚
か
ず
、
色
濃
き
稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
う
ち
な
く
も
愁
へ
顔
な
り
」
と
書
か
れ
、『
新
猿
楽
記
』
で

は
、
口
を
極
め
て
醜
い
と
書
か
れ
る
十
三
番
目
の
娘
の
夫
が
、
大
原
で
炭
焼
き
を
生
業
と
し
て
い
る
老
翁
と
さ
れ
、
十
本
の
指
は
黒
く
、
世
を
嘆
い

て
ば
か
り
い
る
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

［
27
］
水
野
僚
子
「
日
本
中
世
絵
画
に
お
け
る
聖
地
図
像
の
研
究
」（『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
一
八
号
別
冊
、
鹿
島
美
術
財
団
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

［
28
］「
す
み
」
に
「
住
み
」
と
「
墨
」
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
徳
田
和
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
黒
田
日
出
男
・
千
野
香
織
・
徳
田
和
夫
「
お

伽
草
子
の
パ
ラ
レ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
〈
座
談
会
〉」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
九
巻
一
号
、
一
九
九
四
年
）。

［
29
］
し
か
し
な
が
ら
、
小
野
に
静
か
に
暮
ら
す
物
語
の
女
性
た
ち
に
は
、
男
性
が
近
づ
こ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
こ
の
絵
巻
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起

こ
ら
な
い
。
小
野
に
隠
棲
す
る
落
葉
宮
に
愛
執
を
抱
く
夕
霧
は
、
落
葉
宮
を
一
条
宮
に
連
れ
戻
し
強
引
に
我
が
物
に
し
て
し
ま
う
（『
源
氏
物
語
』

「
夕
霧
」
帖
）。
ま
た
小
野
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
浮
舟
は
、
自
分
の
身
の
上
を
ひ
た
隠
し
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
は
露
見
し
、
浮
舟
に
執
着

す
る
薫
の
一
行
が
小
野
の
山
荘
に
近
づ
こ
う
と
す
る
（『
源
氏
物
語
』「
夢
浮
橋
」
帖
）。
建
礼
門
院
の
住
む
寂
光
院
に
は
、
後
白
河
院
が
家
臣
を
連
れ

て
御
幸
し
た
（『
平
家
物
語
』「
灌
頂
巻
」）。
皇
太
后
宮
歓
子
の
と
こ
ろ
に
も
、
白
河
院
が
雪
見
に
訪
れ
た
（「
小
野
雪
見
行
幸
絵
巻
」
な
ど
）。
し
か

し
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
の
母
娘
に
は
男
性
が
近
づ
く
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
二
人
の
静
か
な
暮
ら
し
が
乱
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
絵
の
中
に

表
現
さ
れ
た
女
性
だ
け
の
理
想
的
世
界
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

［
30
］『
平
家
物
語
』「
灌
頂
巻
」
に
お
い
て
も
、
建
礼
門
院
が
山
に
花
摘
み
に
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
も
仏
道
の
修
行
で
あ
り
、
悉
達
太
子
も
薪
を

取
り
水
を
汲
む
と
い
っ
た
難
行
苦
行
に
よ
り
悟
り
を
開
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
阿
私
仙
給
仕
の
モ
チ
ー
フ
は
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」

に
も
見
ら
れ
る
（
第
二
章
第
二
節
参
照
）。

［
31
］
切
目
縁
と
は
、
建
物
に
対
し
て
直
交
し
て
縁
板
を
張
る
も
の
。
こ
れ
に
対
し
て
榑く
れ
え
ん縁

が
あ
る
。
榑
縁
と
は
、
建
物
に
平
行
に
縁
板
を
張
る
も
の
。
構

造
上
、
切
目
縁
の
方
が
厚
く
幅
の
広
い
板
を
用
い
る
た
め
、
榑
縁
よ
り
格
が
高
い
と
さ
れ
る
。

［
32
］
注
2
前
掲
四
辻
氏
解
説
の
現
代
語
訳
を
参
照
し
た
。

［
33
］
吉
橋
さ
や
か
「『
福
富
草
紙
』
の
画
中
詞
を
め
ぐ
っ
て
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
九
年
）。

［
34
］
江
口
啓
子
「『
新
蔵
人
』
絵
巻
の
結
末
は
「
め
で
た
し
」
か
」、
お
よ
び
「
美
術
史
か
ら
み
た
『
新
蔵
人
』
絵
巻
�
�
メ
リ
ッ
サ
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
氏

ラ
ン
ド
美
術
館
展
�
�
名
画
で
た
ど
る
日
本
の
美
』〈
展
覧
会
図
録
〉
N
H
K
・
N
H
K
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
）。

［
14
］
不
浄
観
説
話
に
つ
い
て
は
、
廣
田
哲
通
「
不
浄
観
説
話
の
背
景
」（
同
『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
勉
誠
社
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。

［
15
］
時
香
盤
に
つ
い
て
は
、
進
士
慶
幹
「
香
時
計
」（『
日
本
歴
史
』
二
七
二
、
一
九
七
一
年
）、
朝
比
奈
貞
一
「
時
香
盤
に
つ
い
て
」（『
九
州
産
業
大
学
教

養
部
紀
要
』
二
一
巻
一
号
、
一
九
八
四
年
）、
神
野
善
治
「
香
時
計
（
時
香
盤
）
の
史
料
と
伝
世
品
�
�
平
安
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
ま
で
」（『
民

具
研
究
』
一
四
五
、
二
〇
一
二
年
）
等
を
参
照
し
た
。
神
野
氏
は
現
存
す
る
時
香
盤
に
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
の
銘
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。

［
16
］『
閑
居
友
』
上
─
二
十
「
あ
や
し
の
男
、
野
原
に
て
屍
を
見
て
心
を
発
す
事
」
に
よ
る
。

［
17
］『
発
心
集
』
五
─
一
「
唐
房
法
橋
、
発
心
の
事
」
に
よ
る
。

［
18
］
注
2
前
掲
寺
本
氏
論
文
。

［
19
］
道
元
が
嘉
禎
年
間
（
一
二
三
五
〜
三
八
年
）
に
門
下
の
僧
衆
に
示
し
た
示
誡
の
集
録
。

［
20
］『
往
生
要
集
』
大
文
第
一
─
五
で
も
『
摩
訶
止
観
』
を
引
用
し
て
、「
無
常
の
殺
鬼
は
豪
賢
を
択
ば
ず
。（
中
略
）
山
に
海
に
、
空
に
市
に
、
逃
れ
避
く

る
処
な
し
。
か
く
の
如
く
観
じ
已
ら
ば
、
心
大
い
に
怖
畏
し
、
眠
れ
ど
も
席
に
安
ん
ぜ
ず
、
食
へ
ど
も
哺
む
に
甘
か
ら
ず
。
頭
燃
を
救
ふ
が
如
く
し

て
、
以
て
出
要
を
求
め
よ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

	

　
ま
た
詞
書
の
こ
の
次
の
文
「
歩
々
声
々
念
々
唯
在
弥
陀
仏
と
も
い
へ
り
」
に
つ
い
て
は
、『
摩
訶
止
観
』
巻
第
二
─
上
に
「
も
し
弥
陀
を
唱
う
る
は

即
ち
こ
れ
十
方
の
仏
を
唱
う
る
と
功
徳
等
し
。
た
だ
専
ら
弥
陀
を
も
っ
て
法
門
の
主
と
な
す
。
要
を
あ
げ
て
こ
れ
を
い
わ
ば
、
歩
歩
、
声
声
、
念
念
、

た
だ
阿
弥
陀
仏
に
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
念
仏
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
無
常
と
は
直

接
関
係
が
な
い
。
こ
の
文
言
が
こ
こ
に
入
っ
て
い
る
の
は
、「
天
台
大
師
」
の
言
葉
と
し
て
引
用
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

［
21
］
九
相
図
や
九
相
詩
に
み
る
無
常
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
を
参
照
。
吉
谷
は
る
な
「
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
『
人
道
不
浄
相
』
の
考
察
」

（『
美
術
史
学
』
二
一
、
二
〇
〇
〇
年
）、
鷹
巣
純
「
腐
乱
死
体
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
�
�
九
相
詩
図
像
の
周
辺
」（『
説
話
文
学
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
七

年
）、
山
本
聡
美
「
日
本
に
お
け
る
九
相
図
の
成
立
と
展
開
」（
注
6
前
掲
書
）。

［
22
］
西
口
順
子
「
第
三
章
　
山
・
里
・
女
人
」（
同
『
女
の
力
�
�
古
代
の
女
性
と
仏
教
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）。

［
23
］
こ
の
話
は
ほ
か
に
も
『
十
訓
抄
』
七
�
三
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
四
遊
覧
第
二
二
�
四
七
五
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
24
］
詞
書
の
こ
の
部
分
の
文
言
は
、
注
4
に
記
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

［
25
］
田
端
泰
子
「
大
原
郷
と
大
原
女
」（『
家
と
女
性
の
社
会
史
』
京
都
橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
編
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
聞
き
手
代
表
：
江
口
啓
子
、
訳
：
亀
井
若
菜
・
玉
田
沙
織
（『
室
町
時
代
の
少
女
革
命
�
�
『
新
蔵
人
』
絵
巻
の
世
界
』
阿
部
泰
郎

監
修
、
江
口
啓
子
・
鹿
谷
祐
子
・
玉
田
沙
織
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。

［
35
］
注
21
前
掲
吉
谷
論
文
、
鷹
巣
論
文
、
山
本
論
文
。

［
36
］
九
相
に
四
季
の
モ
チ
ー
フ
を
絡
め
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
伝
空
海
筆
『
九
相
詩
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
注
21
前
掲
吉
谷
論
文
。

［
37
］
こ
の
二
つ
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
は
、
注
6
前
掲
書
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

［
38
］
新
村
拓
「
第
二
部
第
二
章
　
往
生
人
の
死
と
下
人
の
死
」（
同
『
死
と
病
と
看
護
の
社
会
史
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
年
）、
勝
田
至
「
第
一

章
　
中
世
民
衆
の
葬
制
と
死
穢
�
�
特
に
死
体
遺
棄
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

［
39
］
詳
し
い
考
察
は
別
稿
に
書
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
亀
井
若
菜
「
二
つ
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
に
お
け
る
臨
終
の
図
像
�
�
臨
終
・
往
生
・
病
・
死

体
の
図
像
を
横
断
し
て
」（『
図
像
解
釈
学
�
�
権
力
と
他
者
　
仏
教
美
術
論
集
4
』
加
須
屋
誠
編
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
三
年
）。


