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光
源
氏
の
死
後
も
な
お
筆
を
欄
か
な
か
っ
た
作
者
は
、
こ
の
先
何
を
書

こ
う
と
い
う
の
か
。
宇
治
十
帖
で
企
て
ら
れ
た
テ
ー
マ
を
、
ど
こ
に
見
定

め
た
ら
い
い
の
か
。
光
源
氏
の
子
や
孫
の
世
代
に
展
開
す
る
、
こ
れ
ま
で

と
は
趣
を
異
に
す
る
物
語
の
核
心
を
捉
ま
え
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の

目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
主
人
公
を
薫
と
定
め
て
出
発
す
る
物
語
は
、
宇

治
に
隠
棲
す
る
親
王
と
「
法
の
友
」
の
関
係
を
結
び
、
そ
こ
の
長
女
と
の

「
世
の
常
な
ら
ぬ
」
恋
物
語
を
展
開
す
る
。
結
局
、
彼
女
を
死
に
至
ら
せ

る
し
か
な
か
っ
た
物
語
は
、
そ
の
後
、
女
性
た
ち
の
側
に
よ
り
重
心
を
か

け
て
、
宇
治
か
ら
都
へ
、
更
に
小
野
へ
と
辿
っ
て
か
ら
、
終
幕
は
下
ろ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
宇
治
十
帖
あ
っ
て
こ
そ
高
い
到
達
を
持
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
人
間
の
心
の
奥
深
く
ま
で
を
対
象
と
し
、
葛
藤
や
矛
盾
を
も
解

き
明
か
し
て
い
く
表
現
世
界
は
、
ど
の
よ
う
な
設
定
あ
っ
て
こ
そ
可
能

だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
は
何
か
。
こ

こ
で
は
、
宇
治
の
物
語
の
始
め
の
巻
々
「
橋
姫
」
「
椎
本
」
「
総
角
」
に
目

〈
論
文
〉

「
法
友
」
の
恋

ｌ
宇
治
十
帖
の
目
論
み
Ｉ

そ
の
こ
ろ
、
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
い
古
宮
お
は
し
け
り
。
宝

１
１
１
７
※
）

「
橋
姫
」
巻
冒
頭
の
こ
の
一
行
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
雰
囲
気
と
は
が

ら
り
と
違
う
空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
光
源
氏
の
栄
華
の
陰
に
隠
れ
て
、

世
間
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
老
親
王
が
い
る
と
い
う
。
「
古
宮
」
は
、
「
源

氏
物
語
』
で
は
こ
こ
以
外
す
べ
て
「
宮
の
旧
邸
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
き

み
こ

た
が
、
こ
こ
だ
け
例
外
的
に
古
い
親
王
の
意
味
で
登
場
さ
せ
て
い
る
。
「
古

み
こ

か
む
つ
け

親
王
」
な
ら
、
「
宇
津
保
物
垂
叩
』
に
上
野
の
宮
と
い
う
老
親
王
が
い
た
（
「
藤

原
の
君
」
）
。
あ
て
宮
の
懸
想
人
の
一
人
だ
が
、
風
流
に
無
縁
の
偏
屈
な
年

寄
り
で
、
ど
う
も
こ
の
老
親
王
は
参
考
に
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
字

論
ま
れ
た
意
図
を
読
み
と
り
、
こ
の
物
語
の
切
り
拓
い
た
境
地
を
探
っ
て

み
た
い
と
思
う
。

｜
、
不
遇
の
親
王
の
隠
棲
す
る
宇
治

天
野
紀
代
子
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｢法友」の恋

治
十
帖
で
は
、
世
間
か
ら
疎
外
さ
れ
過
去
の
人
と
さ
れ
た
親
王
が
「
古
宮
」

と
称
し
て
前
面
に
据
え
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
政
治
権
勢
の
圏
外
に
放
逐
さ

れ
、
都
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

彼
は
光
源
氏
の
弟
の
第
八
皇
子
だ
っ
た
が
、
両
親
に
早
く
死
な
れ
取
り

た
て
た
後
見
も
な
か
っ
た
の
で
、
敵
対
す
る
弘
徽
殿
大
后
側
に
か
つ
が
れ

て
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
敗
れ
た
過
去
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
反
光
源

氏
の
烙
印
は
、
そ
の
後
の
人
生
を
生
き
づ
ら
く
し
た
。
せ
め
て
北
の
方
と

睦
ま
じ
く
暮
す
こ
と
だ
け
を
慰
め
と
し
て
い
た
の
に
、
二
人
の
娘
を
残
し

て
死
な
れ
て
し
ま
う
。
お
ま
け
に
住
ん
で
い
た
邸
が
炎
上
し
、
京
に
住
む

べ
き
家
も
な
か
っ
た
の
で
宇
治
に
移
っ
た
と
い
う
経
緯
が
、
矢
継
ぎ
ぱ
や

に
説
き
明
か
さ
れ
る
。
作
者
は
光
源
氏
裏
面
史
に
、
弟
八
宮
の
悲
運
の
半

生
を
捻
り
だ
し
、
こ
れ
か
ら
の
物
語
に
重
要
な
役
割
を
与
え
る
の
だ
。
で

は
、
ど
う
し
て
親
王
の
落
ち
の
び
て
い
っ
た
先
が
宇
治
な
の
か
。

宇
治
と
い
ふ
所
に
よ
し
あ
る
山
里
持
た
ま
へ
り
け
る
に
渡
り
た
ま
ふ
。

（
五
１
１
２
５
）

宇
治
は
、
親
王
が
別
荘
を
営
む
よ
う
な
山
紫
水
明
の
地
で
あ
り
つ
つ
、

世
を
憂
し
と
逃
れ
住
む
里
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
持
っ
て
い
た
。
隠
棲
的
な

性
格
は
、
喜
撰
法
師
の
歌
「
わ
が
庵
は
都
の
辰
巳
し
か
ぞ
住
む
世
を
う
ぢ

山
と
人
は
い
ふ
な
り
」
（
古
今
和
歌
集
９
８
２
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

と
同
時
に
、
南
都
や
長
谷
寺
参
詣
へ
の
中
宿
り
と
な
る
遊
興
の
地
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
、
往
来
の
都
人
と
の
接
点
を
生
じ
さ
せ
た
。
京
に
住
み
わ

び
た
親
王
の
落
着
き
先
が
宇
治
と
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
物
語
に
と
っ
て

重
要
と
な
る
。

｜
条
兼
良
に
よ
る
注
釈
『
花
鳥
余
情
』
（
十
五
世
紀
）
は
、
八
宮
を
応

旧
陦
防
わ
き
い
ら
っ
こ

神
記
に
あ
る
菟
道
稚
郎
子
に
準
え
て
い
る
。
兄
の
仁
徳
天
皇
と
天
下
を
譲

り
合
っ
た
と
い
う
「
う
ぢ
」
の
名
を
持
つ
弟
で
あ
る
。
高
橋
亨
氏
は
、
さ

ら
に
宇
治
川
で
水
死
し
た
長
兄
の
大
山
守
の
こ
と
を
加
え
る
べ
き
だ
と
述

（
１
）

べ
て
い
る
。
宇
治
川
に
は
、
遙
か
古
代
に
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
哀
し
い
伝

承
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
心
に
留
め
て
お
い
て
い
い
。
し
か
し
そ
れ
は
モ
デ

ル
論
と
し
て
で
は
な
く
、
記
紀
歌
謡
に
「
宇
治
の
渡
り
」
と
謡
わ
れ
た
宇

治
川
の
激
流
を
想
定
す
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
に
は
、
「
浮

舟
」
巻
ま
で
一
貫
し
て
宇
治
川
の
激
し
い
音
が
流
れ
て
い
る
。
宇
治
は
閑

静
な
地
で
あ
る
よ
り
、
耳
か
し
が
ま
し
い
川
音
に
代
表
さ
れ
る
地
と
し
て
、

物
語
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
。

親
王
の
隠
棲
地
と
し
て
当
時
の
人
々
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
惟

喬
親
王
の
小
野
で
あ
ろ
う
。
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
藤
原

氏
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
不
遇
の
生
涯
を
小
野
に
送
っ
て
い
た
こ
と
は
、

「
伊
勢
物
語
』
の
描
く
と
こ
ろ
だ
。
在
原
業
平
は
、
雪
を
踏
み
わ
け
て
親

王
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
誰
が
思
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
哀
切
な
歌

で
慰
め
て
い
る
（
八
十
三
段
）
。
宇
治
十
帖
は
最
後
に
、
こ
の
小
野
を
浮

舟
を
受
け
止
め
る
地
と
す
る
が
、
最
初
は
、
貴
族
た
ち
の
行
き
交
う
宇
治

の
地
を
、
薫
を
受
け
入
れ
る
舞
台
と
す
る
。
先
走
っ
て
薫
を
ロ
に
し
た
が
、

「
橋
姫
」
巻
冒
頭
は
蘆
や
匂
宮
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
ず
、
没
落
の
親
王
八

宮
の
不
運
な
半
生
に
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
宮
の
消
息
が
、

法
の
師
で
あ
る
「
聖
だ
ち
た
る
阿
闇
梨
」
に
よ
っ
て
京
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

聖
の
よ
う
な
と
い
え
ば
教
団
か
ら
離
れ
て
宇
治
山
に
寵
る
修
行
僧
の
イ

メ
ー
ジ
だ
が
、
阿
闇
梨
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
朝
廷
か
ら
任
じ
ら
れ
た
官

僧
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
京
の
冷
泉
院
に
、
そ
し
て
薫
に
繋
が
る
道
を
作
っ

て
い
る
。

宇
治
の
八
宮
の
情
報
が
初
め
て
京
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
所
で
、
字
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治
十
帖
に
先
行
す
る
「
匂
宮
」
三
帖
に
触
れ
て
お
か
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
「
匂
宮
」
巻
に
は
、
光
源
氏
の
後
継
者
と
言
え
る
の
は
匂
宮
と
薫

の
二
人
ぐ
ら
い
だ
と
提
示
さ
れ
、
「
橋
姫
」
巻
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
だ
。
「
匂
宮
」
巻
は
巻
名
か
ら
し
て
も
、
源
氏
の
孫
で
あ
る
匂
宮

の
方
が
少
し
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
て
、
主
人
公
は
ま
だ
ど
ち
ら
と
も

決
め
ず
に
出
発
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
た
だ
薫
が
、
出
生
の
秘
密
を
感
知

し
て
苦
悩
し
、
出
家
を
志
向
す
る
少
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
印

象
深
い
。
父
母
の
事
情
を
誰
も
教
え
て
は
く
れ
な
い
が
、
尼
姿
の
若
い
母

の
後
生
だ
け
で
も
安
ら
か
に
し
た
い
し
、
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
父

に
は
来
世
に
生
れ
変
っ
て
で
も
会
い
た
い
。
早
く
出
家
し
た
い
の
は
そ
う

し
た
理
由
に
よ
る
。

元
服
は
も
の
う
が
り
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
す
ま
ひ
は
て
ず
（
五
１
２
４
）

薫
は
、
結
婚
な
ど
社
会
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
元
服
は
気
が
す

す
ま
な
い
と
言
う
の
だ
。
ま
だ
少
年
期
の
人
間
が
元
服
を
拒
否
す
る
と
は

驚
く
べ
き
こ
と
だ
、
と
益
田
勝
実
は
二
人
の
「
隠
君
子
」
の
例
を
あ
げ
て
、

天
皇
の
皇
子
が
白
髪
に
な
る
ま
で
童
形
の
ま
ま
で
生
き
た
と
い
う
、
自
己

（
２
）

否
定
の
「
心
の
極
北
」
を
論
じ
て
い
る
。
小
学
館
新
全
集
本
五
巻
の
「
付

録
」
に
は
、
こ
の
論
文
を
紹
介
し
て
「
薫
の
離
俗
の
姿
勢
の
う
ち
に
、
隠

君
子
伝
承
の
存
在
を
想
像
す
べ
き
か
」
宝
１
５
１
４
）
と
あ
る
が
、
作
者

の
発
想
源
に
そ
れ
を
求
め
る
の
は
当
ら
な
い
だ
ろ
う
。
通
過
儀
礼
を
拒
否

す
る
な
ど
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
と
す
る
歴
史
認
識
が
作
者
に
は
あ
り
、
そ
の

上
で
、
極
端
な
志
向
を
持
つ
少
年
像
が
創
ら
れ
た
と
理
解
す
る
に
留
め
る

べ
き
だ
。
益
田
論
文
は
、
「
薫
の
厭
世
観
を
色
濃
く
描
き
出
そ
う
と
す
る

あ
ま
り
」
の
造
形
と
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
平
安
文
学
に
は
一
人
と
し
て

成
人
礼
を
拒
否
し
ぬ
い
た
人
物
は
見
出
だ
せ
な
い
、
薫
も
ま
た
そ
の
一
人

に
違
い
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

少
年
蘆
の
元
服
拒
否
は
結
婚
拒
否
と
同
義
で
あ
り
、
若
い
う
ち
の
出
家

を
願
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
結
局
そ
れ
を
押
し
通
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
に
そ
う
い
う
厳
し
い
生
き
方
を
想
定
し
た
上
で
、
心
な
ら
ず
も
拒
否

し
き
れ
な
か
っ
た
と
す
る
薫
の
矛
盾
を
孕
ん
だ
人
物
造
形
に
、
作
者
の
表

そ
う
と
す
る
薫
の
特
殊
性
を
押
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
匂
宮
」
巻
で
は
、
次
世
代
の
主
人
公
二
人
が
紹
介
さ
れ
、
六
条
院
の

主
は
夕
霧
と
い
う
よ
う
に
源
氏
一
族
の
そ
の
後
が
語
ら
れ
、
次
の
「
紅
梅
」

「
竹
河
」
巻
は
、
頭
中
将
の
子
孫
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
紅
梅
大
納
言

の
娘
た
ち
へ
の
恋
は
匂
宮
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
「
竹
河
」
で
の
玉
鬘
の

娘
た
ち
へ
の
求
婚
諏
で
は
、
薫
は
そ
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に

は
、
「
匂
宮
」
巻
に
見
ら
れ
た
薫
の
出
生
の
秘
密
に
関
わ
る
こ
と
は
一
切

触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
巻
の
成
立
順
序
を
云
々
す
る
論
が

あ
る
が
、
別
系
統
の
話
で
あ
る
と
い
う
前
口
上
ま
で
置
か
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
短
編
物
語
と
し
て
読
み
置
く
べ
き
な
の
だ
。
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
両

巻
に
は
、
「
大
君
・
中
君
」
を
め
ぐ
る
求
婚
や
薄
幸
な
宮
の
結
婚
拒
否
な

ど
、
宇
治
十
帖
に
繋
が
る
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
所
詮
従
来

通
り
の
都
で
の
求
婚
讃
で
は
新
味
を
見
出
だ
せ
な
い
。
匂
宮
は
と
も
か
く

厭
世
的
な
薫
を
、
こ
れ
ら
の
場
で
活
か
せ
る
物
語
は
創
り
得
な
い
と
認
識

し
て
い
く
の
が
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
の
試
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し

て
継
続
性
の
な
い
短
編
の
ま
ま
打
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
年
に
し

て
仏
教
を
志
向
す
る
、
罪
の
子
薫
を
受
け
入
れ
る
舞
台
が
模
索
さ
れ
、
不

遇
の
親
王
八
宮
で
始
め
ら
れ
る
「
橋
姫
」
巻
が
、
全
く
新
し
い
長
編
物
語

と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
だ
。
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｢法友」の恋

宇
治
山
の
阿
闇
梨
が
京
に
も
た
ら
し
た
八
宮
の
噂
は
、
冷
泉
院
や
薫
の

知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

（
冷
泉
院
）
「
俗
聖
と
か
、
こ
の
若
き
人
々
の
つ
け
た
な
る
、
あ
は
れ
な

る
こ
と
な
り
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。

（
薫
）
俗
な
が
ら
聖
に
な
り
た
ま
ふ
心
の
碇
や
い
か
に
、
と
耳
と
ど
め

て
聞
き
た
ま
ふ
。
宝
１
１
２
８
）

冷
泉
院
は
、
弟
に
あ
た
る
八
宮
が
宇
治
に
落
ち
延
び
て
聖
の
よ
う
に
暮

し
て
い
る
と
聞
い
て
、
感
に
堪
え
な
い
。
娘
た
ち
を
案
じ
て
出
家
も
で
き

な
い
な
ら
、
そ
の
娘
た
ち
の
後
見
役
に
な
っ
て
も
よ
い
と
関
心
を
示
す
。

若
い
薫
の
方
が
か
え
っ
て
、
そ
の
老
親
王
の
「
俗
な
が
ら
聖
」
の
心
構
え

と
は
ど
ん
な
も
の
か
知
り
た
い
、
俗
体
の
ま
ま
聖
の
よ
う
に
暮
す
と
い
う

親
王
に
仏
の
道
を
学
び
た
い
、
と
身
を
乗
り
出
す
。

冷
泉
院
の
セ
リ
フ
の
中
に
、
院
の
若
い
人
達
が
名
付
け
て
い
る
と
い
う

「
俗
聖
」
の
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
源
氏
物
語
』
で
は
こ
こ
一
例
だ
け

で
あ
り
、
同
時
代
で
は
『
赤
染
衛
門
集
」
四
一
八
番
歌
の
詞
書
に
「
俗
ひ

（
３
）

し
り
の
堂
」
と
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
耳
な
れ
な
い
用
語
だ
。
在
家
の
ま
ま
で

仏
法
に
帰
依
し
戒
を
受
け
た
男
性
を
「
優
婆
塞
」
（
女
性
は
「
優
婆
夷
」
）

と
呼
ぶ
、
そ
れ
と
同
義
と
考
え
て
い
い
。
そ
れ
な
ら
「
夕
顔
」
巻
で
も
、

隣
の
家
に
住
む
御
岳
精
進
に
備
え
る
老
人
が
「
優
婆
塞
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
ご
’
１
５
８
）
し
、
八
宮
も
他
の
と
こ
ろ
で
「
優
婆
塞
な
が
ら
行
ふ
」

（
五
１
１
３
３
）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
普
通
の
言
い
方
で
あ
ろ

う
が
、
梵
語
の
音
写
で
漢
文
系
の
語
で
あ
る
「
優
婆
塞
」
で
は
仮
名
文
に

一
一
、
俗
聖
の
親
王
と
の
「
法
友
」
三
年

馴
染
ま
な
い
と
し
た
造
語
と
理
解
で
き
る
。
敢
え
て
「
俗
聖
」
と
呼
ぶ
の

は
、
俗
体
な
が
ら
聖
の
よ
う
に
暮
す
親
王
の
「
俗
」
と
「
聖
」
の
両
義
性

を
強
調
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
薫
が
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
俗

と
聖
の
両
者
を
生
き
る
親
王
の
生
き
方
だ
っ
た
の
だ
。

在
家
の
仏
教
徒
で
あ
る
「
優
婆
塞
」
「
優
婆
夷
」
が
、
念
仏
読
経
に
努

め
て
立
派
な
臨
終
を
迎
え
た
話
は
、
慶
滋
保
胤
（
？
～
一
○
○
一
一
）
の
編
ん

だ
「
日
本
往
生
極
楽
記
』
に
何
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
賀
茂

の
大
斎
院
と
呼
ば
れ
た
選
子
内
親
王
（
九
六
四
～
一
○
三
五
）
は
、
仏
教

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
斎
王
と
い
う
特
殊
な
立
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
在
家
の
ま
ま
で
も
心
を
仏
の
教
え
に
寄
せ
る
尊
さ
を
述
べ
て
い

る
。
選
子
は
心
中
に
秘
め
た
道
心
を
釈
教
歌
で
表
し
、
後
に
編
ん
だ
「
発

心
和
歌
集
』
二
○
一
二
年
）
の
序
文
で
「
教
主
の
懇
な
る
誓
願
の
誠
は
何

ぞ
必
ず
し
も
剃
髪
し
て
山
林
に
入
り
、
生
を
経
る
讃
歎
の
徳
の
み
な
ら
ん

（
４
）

や
」
と
記
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
形
式
的
に
出
家
し
て
、
事
々
し
く
仏
陀

の
徳
を
讃
え
る
必
要
は
な
い
と
一
一
一
一
口
う
の
だ
。
そ
れ
は
心
の
問
題
で
あ
り
、

許
さ
れ
る
限
度
で
の
信
仰
の
持
続
は
出
家
し
な
く
て
も
可
能
だ
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
俗
な
が
ら
聖
の
生
き
方
を
、
光
源
氏
の
末
の
弟
が

送
っ
て
い
る
と
聞
い
て
、
薫
は
関
心
を
示
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

薫
が
八
宮
と
「
法
の
友
」
の
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

そ
の
僧
侶
観
が
披
歴
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
聖
人
め
い
た
修
行
僧
や
学

問
の
あ
る
法
師
は
堅
苦
し
く
て
近
づ
き
難
い
。
高
徳
の
僧
都
・
僧
正
で
は

大
げ
さ
過
ぎ
る
し
、
身
分
低
い
仏
弟
子
で
は
人
品
が
劣
っ
て
い
て
む
さ
苦

し
い
感
じ
が
す
る
ｐ
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
高
貴
な
人
が
身
近
な
例
え
で
説

く
仏
法
は
、
説
得
力
が
あ
っ
て
親
し
み
も
わ
く
。
こ
こ
で
僧
都
や
阿
闇
梨

の
よ
う
な
官
僧
が
敬
遠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
概
し
て
『
源
氏
物
語
」
で
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は
教
団
の
中
央
に
い
る
高
徳
の
僧
よ
り
、
「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
、
例
え
ば

「
若
紫
」
巻
の
「
北
山
の
聖
」
の
よ
う
な
権
威
か
ら
遠
い
僧
が
尊
敬
さ
れ

て
い
る
。
宇
治
十
帖
で
も
、
立
派
な
僧
職
者
で
あ
り
な
が
ら
、
本
山
か
ら

、
、
、

、
、

離
れ
て
修
行
す
る
「
宇
治
山
の
阿
闇
梨
」
や
「
横
川
の
僧
都
」
に
重
要
な

役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

薫
の
求
め
る
導
師
は
、
仏
教
一
辺
倒
で
は
な
い
身
分
あ
る
在
家
の
仏
教

者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
八
宮
の
こ
こ
に
ま
で
至
っ
た
人
生
を
知

れ
ば
こ
そ
、
会
っ
て
話
を
し
た
い
と
慕
う
よ
う
に
な
る
。
｜
方
の
八
宮
は
、

光
源
氏
の
息
子
で
あ
る
若
者
が
な
ぜ
仏
の
道
を
求
め
る
の
か
、
そ
の
内
的

契
機
を
知
る
由
も
な
い
の
で
、
若
い
の
に
奇
特
だ
と
褒
め
、
互
い
を
尊
敬

し
あ
う
親
交
関
係
が
三
年
ほ
ど
も
続
い
た
と
い
う
（
五
１
１
３
５
）
。
こ
こ

に
「
法
の
友
」
で
あ
る
と
い
う
以
外
、
中
身
の
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
三

年
と
い
う
時
間
を
経
過
さ
せ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
世
を
厭
う
男
同
志
の

「
法
友
」
関
係
の
延
長
線
上
に
、
そ
の
娘
と
の
恋
を
書
こ
う
と
し
て
い
る

作
者
は
、
い
き
な
り
そ
こ
へ
は
入
ら
な
い
。
薫
の
宇
治
で
の
恋
は
、
少
年

の
日
に
は
元
服
さ
え
物
憂
が
り
、
女
に
は
背
を
向
け
て
生
き
て
き
た
若
者

が
、
仏
法
を
求
め
て
通
っ
た
真
塾
な
三
年
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
で
心

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
体
験
と
し
て
訪
れ
る
の
だ
。
光
源
氏
の
物
語
と
は
違
う
新

し
い
恋
物
語
の
創
始
に
、
作
者
は
心
を
配
っ
て
い
る
。

宇
治
に
通
い
出
し
て
三
年
目
の
晩
秋
、
薫
は
月
下
に
合
奏
す
る
琴
の
音

に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
。
一
人
は
琵

琶
を
、
も
う
一
人
は
箏
の
琴
を
前
に
し
て
、
機
知
あ
る
会
話
を
交
す
姉
妹

ノ

一
一
一
、
大
君
に
引
き
継
が
れ
た
「
法
友
」
と
の
対
話

の
優
雅
な
こ
と
。
可
憐
で
美
し
い
の
が
妹
で
、
嗜
み
が
あ
っ
て
思
慮
深
く

見
え
る
の
が
姉
で
あ
ろ
う
と
判
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
姉

妹
を
、
単
な
る
「
女
は
ら
か
ら
」
で
は
な
く
別
々
の
個
性
と
し
て
描
き
分

け
る
こ
と
は
、
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
こ
と
だ
。
こ
こ
で

薫
は
、
昔
物
語
さ
な
が
ら
の
光
景
に
遭
遇
し
、
予
想
に
反
し
て
雅
び
な
姉

妹
を
目
の
当
た
り
に
し
て
感
動
す
る
。

げ
に
あ
は
れ
な
る
も
の
の
隈
あ
り
ぬ
く
き
世
な
り
け
り
と
心
移
り
ぬ

く
し
。
宝
１
１
４
０
）

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
心
打
た
れ
る
こ
と
が
現
実
に
あ
り
得
た
の
だ
、
と
認

識
を
改
め
る
、
そ
の
薫
を
語
り
手
は
「
心
移
り
ぬ
く
し
」
と
評
し
て
い
る
。

姫
君
に
心
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
も
当
然
の
雲
行
き
だ
ろ
う
と
、
物
語

は
新
た
な
展
開
を
予
告
的
に
示
す
の
だ
。

偶
然
の
垣
間
見
は
、
八
宮
が
阿
闇
梨
の
寺
へ
行
っ
て
い
た
留
守
中
ゆ
え

に
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
薫
の
大
君
と
の
対
話
も
、
八
宮
不
在
に
よ
っ

て
初
め
て
成
り
立
つ
類
の
こ
と
だ
。
大
君
は
当
惑
し
な
が
ら
も
父
親
の
代

役
を
務
め
る
。
身
分
あ
る
未
婚
の
男
女
が
、
御
簾
だ
け
を
隔
て
て
対
面
し
、

女
房
を
介
さ
ず
に
直
接
対
話
す
る
な
ど
異
例
な
こ
と
で
あ
り
、
普
通
の
恋

物
語
な
ら
、
垣
間
見
の
後
は
歌
の
贈
答
へ
と
進
む
の
が
常
套
で
、
対
話
な

ど
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
り
、
記
す
に
足
り
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
は
男
と
女
と
し
て
で
は
な
く
、
客
人
と
留
守
を
守
る
家
刀
自
と
の
対
話

と
し
て
あ
る
。
薫
の
方
は
、
八
宮
の
娘
な
ら
何
も
か
も
見
透
か
し
て
お
い

で
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
話
し
相
手
が
ほ
し
い
と
交
誼
を
求
め
る
。
初
め
て

の
出
会
い
か
ら
、
す
ぐ
直
接
の
対
話
が
交
さ
れ
る
、
異
例
な
男
女
の
物
語

が
始
ま
っ
た
。
そ
の
始
め
の
セ
リ
フ
に
、
蘆
が
そ
の
後
一
貫
し
て
口
に
す

る
基
本
姿
勢
は
示
さ
れ
て
い
る
。
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｢法友」の恋

馴
れ
は
く
れ
ば
、
い
か
に
思
ふ
さ
ま
に
は
く
ら
む
」
宝
１
１
４
３
）

私
を
世
間
並
み
の
好
き
好
き
し
い
男
と
は
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
た
だ

つ
れ
づ
れ
に
暮
す
私
の
話
を
聞
い
て
ほ
し
い
し
、
こ
ち
ら
か
ら
は
世
離
れ

て
暮
す
あ
な
た
の
物
思
い
を
慰
め
る
こ
と
が
出
来
た
ら
ど
ん
な
に
嬉
し
い

か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
背
負
う
も
の
を
持
っ
た
二
人
だ
か
ら
、
き
っ
と
共
感
し

合
え
る
は
ず
で
、
そ
う
い
う
話
し
相
手
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
で

あ
る
。

そ
の
同
じ
明
け
方
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
出
会
い
が
あ
る
。
老

女
房
の
弁
が
柏
木
の
乳
母
子
だ
っ
た
と
名
告
り
、
柏
木
が
臨
終
の
際
に
漏

ら
し
た
遺
一
一
一
一
口
を
遺
児
に
伝
え
る
機
会
を
待
っ
て
い
た
と
言
う
の
だ
。
詳
し

い
昔
語
り
は
次
の
機
会
に
も
分
け
ら
れ
、
遺
品
も
受
け
取
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
蘆
に
と
っ
て
の
重
大
事
が
二
つ
、
大
君
と
の
出
会
い
と
実
父
を

知
る
人
か
ら
の
真
相
の
提
供
と
、
そ
れ
が
同
時
に
始
ま
る
物
語
構
造
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
を
境
に
、
薫
の
宇
治
に
通
う
必
然
性
が
、
八
宮
以

外
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
少
年
時
代
か
ら
「
は
じ
め
も
は
て
も
知
ら

ぬ
わ
が
身
」
（
五
１
２
４
）
を
思
い
悩
み
、
親
を
知
ら
ず
孝
養
も
果
た
せ

ぬ
罪
を
背
負
っ
て
き
た
蘆
は
、
弁
と
の
対
面
が
な
か
っ
た
ら
「
罪
重
き
身
」

の
ま
ま
終
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
（
五
ｌ
１
６
３
ｘ
と
ほ
っ
と
す
る
。
新
全
集

本
の
頭
注
は
「
漠
然
と
し
て
い
た
出
生
へ
の
懐
疑
が
こ
こ
で
明
ら
か
と
な

り
、
薫
の
道
心
は
い
よ
い
よ
深
ま
る
」
宝
１
１
６
６
）
と
す
る
が
、
む
し

ろ
逆
で
あ
ろ
う
。
父
母
の
罪
を
引
き
継
ぐ
運
命
を
自
覚
は
す
る
が
、
父
を

ん
御
心
の
粉
ら
は
し
に
は
、
さ
し
も
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
ば
か
り
聞
こ
え

に
頼
み
き
こ
え
さ
せ
、
ま
た
、
か
く
世
離
れ
て
眺
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら

つ
れ
づ
れ
と
の
み
過
ぐ
し
は
べ
る
世
の
物
語
も
聞
こ
え
さ
せ
ど
こ
ろ

「
世
の
常
の
す
き
ず
き
し
き
筋
に
は
思
し
め
し
放
つ
べ
く
や
。
（
略
）

知
ら
ぬ
罪
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
出
家
願
望
の
切
迫
感
か
ら
も
遠
ざ
か
り
、

薫
の
道
心
は
徐
々
に
薄
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
形
象
さ
れ
る
。
そ
し
て
宇
治

訪
問
の
目
的
も
八
宮
か
ら
大
君
へ
と
移
行
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
秘
事
漏
洩

の
口
封
じ
と
い
う
要
素
ま
で
加
わ
り
、
こ
れ
は
求
道
の
精
神
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
。

夜
明
け
を
迎
え
、
別
れ
る
段
に
な
っ
て
は
じ
め
て
二
人
は
歌
を
交
す
が
、ひ

そ
れ
も
挨
拶
の
歌
で
恋
の
贈
答
歌
で
は
な
い
。
そ
の
時
薫
は
、
網
代
で
氷

お

魚
を
獲
る
騒
々
し
さ
と
、
水
上
に
浮
か
ぶ
柴
舟
に
さ
さ
や
か
な
世
過
ぎ
のな
り

営
み
を
見
て
い
る
。
宇
治
の
風
趣
と
さ
れ
る
網
代
や
柴
舟
に
わ
び
し
い
生

わ
い

業
を
見
、
誰
し
も
同
じ
無
常
の
世
の
姿
、
と
感
じ
る
の
が
薫
独
特
の
感
性

で
あ
る
。

誰
も
恩
へ
ぱ
同
じ
ご
と
な
る
世
の
常
な
さ
な
り
。
我
は
浮
か
ば
ず
、

う
て
な

玉
の
台
に
静
け
き
身
と
思
ふ
べ
き
世
か
は
と
恩
ひ
つ
づ
け
ら
る
。
（
五

１
１
４
９
）

水
上
生
活
者
に
比
し
て
、
自
分
だ
け
が
華
や
か
な
玉
殿
で
安
穏
に
暮
す

身
の
上
と
思
っ
て
よ
い
も
の
か
。
こ
う
し
た
共
感
が
大
君
へ
の
歌
に
も
反

映
さ
れ
、
そ
の
境
遇
へ
の
い
た
わ
り
と
、
孤
独
な
心
を
交
し
合
っ
た
贈
答

歌
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
の
歌
は
、
大
君
を
「
橋
姫
」
に
重
ね
た
こ

と
で
、
は
か
ら
ず
も
恋
歌
仕
立
て
と
な
っ
た
。
古
今
集
の
歌
な
ど
か
ら
、

宇
治
橋
を
守
る
女
神
で
あ
る
「
橋
姫
」
は
「
人
待
つ
女
」
で
も
あ
る
と
い

う
共
通
認
識
が
あ
る
か
ら
だ
。
引
歌
に
よ
る
方
法
は
、
こ
の
後
「
総
角
」

巻
冒
頭
で
催
馬
楽
を
引
用
す
る
場
合
も
そ
う
だ
が
、
会
話
を
交
す
の
と
は

違
う
位
相
で
状
況
を
進
め
る
役
割
を
果
た
す
。
八
宮
の
宇
治
が
「
橋
姫
」

の
宇
治
へ
と
移
行
す
る
前
触
れ
で
も
あ
る
。

死
期
の
近
い
こ
と
を
感
じ
た
八
宮
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
遺
言
を
残
し
て
死
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ん
で
い
く
の
だ
が
、
薫
に
は
娘
た
ち
の
後
見
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼

し
、
薫
は
口
ご
も
り
な
が
ら
応
諾
す
る
。
「
法
友
」
同
志
の
憧
り
か
ら
、

直
接
「
結
婚
」
の
語
は
口
に
さ
れ
な
い
が
、
互
い
に
暗
黙
の
了
解
は
あ
る
。

一
方
姫
君
た
ち
に
は
、
軽
薄
な
男
に
編
さ
れ
て
こ
の
山
里
を
離
れ
る
な
、

と
戒
め
る
。
こ
れ
も
結
婚
一
般
を
禁
じ
た
の
で
は
な
く
、
薫
一
人
は
例
外

だ
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
大
君
は
父
の
遺
言
を
結
婚
拒
否
の

口
実
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
真
意
を
誤
解
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
相
手
は
蘆
以
外
に
あ
り
得
ぬ
こ
と
を
痛
い
ほ
ど
認
識
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
苦
し
む
の
だ
。
こ
ち
ら
に
は
、
姉
妹
二
人
が
遺
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
。

八
宮
の
死
後
、
薫
の
示
し
て
く
れ
る
物
心
両
面
か
ら
の
援
助
と
厚
意
を
、

大
君
は
思
い
知
る
こ
と
に
な
る
。
薫
は
対
面
の
た
び
に
、
胸
の
う
ち
の
片

端
な
り
と
も
伺
っ
て
気
持
を
晴
ら
し
て
あ
げ
た
い
と
申
し
出
、
大
君
も
以

前
よ
り
は
心
を
込
め
て
応
え
る
。
そ
の
様
子
に
接
し
、
薫
は
自
ら
の
心
の

変
化
を
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
や
は
り
心
と
い
う
も
の
は
「
移
り

ぬ
く
き
世
な
り
け
り
」
（
五
１
２
０
６
）
、
恋
に
変
る
の
が
男
女
の
仲
と
い

う
も
の
な
の
だ
。
こ
の
自
覚
を
抱
き
な
が
ら
も
な
お
、
蘆
は
一
直
線
に
進

む
こ
と
を
し
な
い
。
匂
宮
を
中
君
に
引
き
合
わ
せ
る
と
い
う
道
を
作
り
、

自
ら
の
恋
も
屈
折
的
に
し
か
言
わ
な
い
が
、
弁
か
ら
、
大
君
は
妹
の
中
君

を
相
手
に
し
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
る
よ
う
だ
と
伝
え
ら
れ
た
時
は
、

き
っ
ぱ
り
と
「
心
の
引
く
方
」
は
姉
ひ
と
り
で
、
変
更
は
不
可
能
だ
と
答

え
て
い
る
。

「
世
の
常
に
な
よ
び
か
な
る
筋
に
も
あ
ら
ず
や
。
た
だ
か
や
う
に
物

に
定
め
な
き
世
の
物
語
を
隔
て
な
く
聞
こ
え
て
、
つ
つ
み
た
ま
ふ
御

隔
司
‐
可
、
毒
残
い
た
る
ざ
ま
な
ら
ず
、
さ
し
む
か
ひ
て
、
と
に
か
く

ず
に
無
常
の
世
の
物
語
を
心
の
隔
て
な
く
語
り
合
い
た
い
と
訴
え
る
。
身

ば
ら
か
ら

寄
り
の
心
細
い
自
分
と
し
て
は
、
兄
弟
の
よ
う
に
睦
ま
じ
い
間
柄
と
し
て

親
身
に
私
の
話
を
聞
い
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。
そ
の
相
手
は
大
君
以
外

に
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
こ
の
論
法
は
、
そ
の
後
蘆
が
大
君
の
寝
所
へ
屏

風
を
押
し
開
け
て
入
っ
た
時
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
心
を
割
っ
て
話
し
た

い
か
ら
屏
風
な
ど
の
隔
て
は
邪
魔
だ
と
い
う
蕊
に
対
し
て
、
大
君
は
心
の

隔
て
な
く
話
し
た
い
と
言
っ
て
い
た
は
ず
で
、
こ
う
し
て
入
っ
て
来
る
の

と
は
違
う
と
た
し
な
め
る
。
こ
の
「
隔
て
な
き
」
の
語
の
応
酬
が
、
二
人

の
考
え
を
際
立
た
せ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
語
の
解
釈
に
ず
れ
を
指
摘
し
、

対
話
の
不
成
立
を
い
う
論
は
多
い
。
は
た
し
て
対
話
は
成
り
立
っ
て
い
な

い
の
か
。

む
し
ろ
「
隔
て
」
を
め
ぐ
る
対
話
は
噛
み
合
い
過
ぎ
て
い
て
、
そ
れ
が（
５
）

贈
答
歌
の
方
式
に
倣
っ
た
も
の
と
指
摘
し
た
の
は
鈴
木
日
出
男
氏
で
あ
る
。

「
男
の
懸
想
と
女
の
切
り
返
し
の
方
式
」
が
活
か
さ
れ
、
言
葉
の
応
酬
自

体
は
成
立
す
る
が
心
の
実
際
か
ら
は
遠
い
、
と
論
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ほ
ど
息
の
合
っ
た
二
人
だ
が
、
心
は
噛
み
合
っ
て
い
な
い
と
見
る
の
か
。

鳶
は
こ
の
期
に
及
ん
で
も
「
御
心
破
ら
じ
」
と
大
君
を
尊
重
し
、
自
然
に

気
持
の
和
ら
ぐ
時
を
待
つ
と
言
っ
て
、
長
い
夜
を
「
常
な
き
世
の
御
物
語
」

を
交
し
て
過
ご
し
て
い
る
（
五
１
２
３
４
～
７
）
。
そ
こ
に
は
、
世
の
無
常

を
語
り
合
う
「
法
友
」
と
し
て
、
ま
た
心
の
鯵
屈
を
出
し
合
う
「
は
ら
か

ら
」
と
し
て
の
心
の
共
有
を
見
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
男
と

心
の
隈
残
ら
ず
も
て
な
し
た
ま
は
む
な
公
は
ら
か
ら
な
ど
の
さ
や

う
に
陸
ま
し
き
ほ
ど
な
る
も
な
く
て
、
（
略
）
疎
か
る
ま
じ
く
頼
み

き
こ
ゆ
る
。
」
（
五
１
２
３
０
）

相
変
ら
ず
、
私
は
好
色
心
か
ら
言
う
の
で
は
な
い
と
断
り
、
物
を
隔
て
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｢法友」の恋

り
後
も
、
た
だ
、
か
や
う
に
し
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
よ
・
」
（
五
１
２
３

８
）

人
は
ど
う
勘
ぐ
る
か
知
ら
な
い
が
、
表
向
き
は
普
通
の
夫
婦
の
よ
う
に

振
る
舞
っ
て
、
た
だ
世
間
と
は
違
う
清
い
間
柄
と
し
て
今
後
も
逢
っ
て
ほ

き
ぬ
ぎ
ぬ

し
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
誰
が
見
て
も
共
寝
の
後
の
後
朝
の
場
面
で
、
実

は
世
間
を
欺
い
て
い
る
二
人
だ
け
の
世
界
が
形
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
種
の
共
犯
関
係
な
の
だ
。
「
法
友
」
の
夫
婦
と
い
う
の
は
矛
盾
だ
が
、

往
生
伝
や
仏
教
説
話
に
そ
う
し
た
伝
承
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

慶
滋
保
胤
に
よ
っ
て
九
八
五
年
に
編
ま
れ
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
」
に

は
、
優
婆
塞
・
優
婆
夷
が
十
一
名
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
道
心

深
い
女
弟
子
が
い
る
（
一
一
一
十
七
話
）
。
三
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
伴
氏
の
妻

男
女
で
「
法
友
」
の
よ
う
に
生
き
る
道
は
あ
る
か
、
作
者
は
そ
れ
を
追

求
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
蘆
と
大
君
が
仮
初
め
の
添
い
臥
し
に
終
っ
た

翌
朝
も
、
暁
の
光
景
を
一
緒
に
見
な
が
ら
薫
は
、
た
だ
こ
の
よ
う
に
同
じ

心
で
「
は
か
な
き
世
の
あ
り
さ
ま
」
を
語
り
合
う
夜
を
過
ご
す
の
で
よ
い

と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。

女
で
交
す
長
い
会
話
文
と
、
口
に
は
出
さ
な
い
心
内
語
も
加
え
て
、
ひ
と

夜
が
写
し
取
ら
れ
る
と
い
う
、
未
だ
嘗
て
た
め
し
の
な
い
仮
名
文
が
創
り

出
さ
れ
た
、
そ
の
画
期
性
を
こ
そ
こ
う
し
た
場
面
に
認
め
て
い
い
よ
う
に

思
う
。

に
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

「
人
は
い
か
が
推
し
は
か
り
聞
こ
ゆ
べ
き
。

四
、
「
法
友
」
の
恋
の
行
き
止
ま
り

剛
こ
ゆ
べ
き
。
例
の
や
う
に
な
だ
ら
か
Ｉ

た
だ
世
に
違
ひ
た
る
こ
と
に
て
、
今
よ

ゆ
か
む
し
ろ

（
６
）

と
な
っ
た
が
、
「
躰
第
を
同
じ
く
せ
ざ
ｈ
ソ
け
り
」
と
あ
る
。
臨
終
の
時
に

悔
い
た
自
ら
の
罪
（
汚
い
こ
と
を
さ
せ
て
き
た
召
使
い
女
に
一
軒
の
家
を
与

え
た
い
等
々
）
を
夫
は
聞
い
て
、
妻
の
申
し
出
を
す
ぐ
に
叶
え
て
や
っ
た

と
こ
ろ
、
立
派
な
最
期
を
迎
え
た
と
い
う
。
契
り
深
い
夫
婦
で
あ
っ
た
が
、

同
衾
し
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
も
う
一
例
は
、
高
野
の
あ
た
り
の
老
法
師

（
７
）

の
話
だ
が
、
恥
を
忍
ん
で
弟
子
に
「
夜
の
と
ぎ
」
を
探
１
」
て
欲
し
い
と
頼

み
、
妻
帯
し
て
六
年
を
過
ご
し
て
か
ら
入
滅
し
た
と
い
う
。
後
か
ら
の
妻

の
報
告
に
よ
る
と
、
「
例
の
め
を
と
こ
の
様
な
る
事
な
し
」
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
夜
は
床
を
並
べ
て
「
生
死
の
い
と
は
し
き
様
」
な
ど
を
語
っ
て

、
、

く
れ
た
と
い
う
。
敢
え
て
妻
帯
と
い
う
罪
を
抱
え
こ
み
、
「
法
友
と
な
つ

く
８
）

た
妻
と
念
仏
を
励
ん
だ
」
老
聖
の
話
で
あ
る
。
悪
事
を
犯
し
た
し
」
偽
っ
て

罪
を
背
負
う
信
仰
と
は
何
な
の
か
、
益
田
勝
実
の
「
偽
悪
の
伝
統
」
は
そ

れ
を
問
う
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
信
仰
ゆ
え
に
「
法
友
」
の
関
係
で
生
き

た
夫
婦
の
伝
承
の
存
在
を
知
る
に
留
め
て
お
く
。

蕊
と
大
君
の
場
合
は
、
契
り
交
さ
な
い
の
は
や
む
を
得
な
い
今
の
姿
と

見
る
の
が
蘆
で
、
大
君
の
心
が
解
け
た
ら
い
ず
れ
自
然
に
「
結
婚
」
す
れ

ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
な
し
く
ず
し
の
「
結
婚
」
は

宮
家
の
長
女
で
あ
る
大
君
に
は
受
け
入
れ
難
い
。
後
見
人
に
介
添
え
さ
れ

る
正
式
な
も
の
で
な
く
と
も
、
せ
め
て
姉
が
世
話
役
を
引
き
受
け
た
ら
、

妹
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
薫
と
の
結
婚
は
妹
に

譲
っ
て
、
自
分
は
「
法
友
」
の
関
係
を
保
て
な
い
も
の
か
。

「
同
じ
こ
と
に
思
ひ
な
し
た
ま
へ
か
し
。
身
を
分
け
た
る
、
心
の
中

は
み
な
譲
り
て
、
見
た
て
ま
つ
ら
む
心
地
な
む
す
べ
き
。
」
（
五
１
２

４４ＣＯ）

こ
れ
は
大
君
が
弁
を
介
し
て
薫
に
伝
え
た
セ
リ
フ
で
あ
る
。
妹
の
中
君
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ひ
て
む
も
さ
す
が
に
苦
し
き
は
、
い
か
な
る
に
か
」
と
、
ほ
の
か
に

う
ち
笑
ひ
た
ま
へ
る
．
．
（
五
１
２
８
９
）

（
９
）

と
、
伊
勢
の
歌
を
引
用
し
て
己
の
容
貌
の
衰
え
を
恥
じ
、
き
っ
と
疎
ま
し

く
な
る
で
し
ょ
う
と
薫
に
語
り
か
け
て
い
る
Ｑ
嫌
わ
れ
て
い
い
の
に
そ
れ

を
私
と
同
じ
に
考
え
て
ほ
し
い
、
身
は
二
つ
な
が
ら
心
は
す
べ
て
妹
に
預

け
て
、
ふ
た
り
一
緒
に
薫
と
お
逢
い
す
る
気
持
だ
と
。
私
の
蘆
へ
の
想
い

は
す
べ
て
妹
の
身
に
封
じ
込
め
る
形
で
、
二
人
が
結
婚
し
て
く
れ
て
私
が

世
話
役
に
回
る
の
が
一
番
い
い
三
人
の
関
係
だ
と
い
う
考
え
だ
。
や
っ
と

導
き
出
し
た
妙
案
の
つ
も
り
だ
が
、
薫
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
自
分

の
想
い
人
は
大
君
以
外
に
は
な
く
、
中
君
に
は
匂
宮
と
逢
わ
せ
る
計
画
を

既
に
進
め
て
い
る
の
だ
か
ら
。

大
君
の
結
婚
拒
否
は
、
光
源
氏
が
相
手
に
し
た
人
妻
や
禁
域
の
人
な
ど

の
拒
否
と
は
全
く
違
う
。
本
来
、
都
の
公
達
の
申
し
出
に
対
し
て
没
落
皇

族
の
娘
が
断
る
理
由
な
ど
何
も
な
い
。
し
か
し
物
語
は
、
大
君
の
拒
否
を

通
す
理
屈
を
丁
寧
に
書
き
示
す
。
皇
統
の
プ
ラ
イ
ド
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

大
君
に
は
蘆
や
匂
宮
の
背
後
に
あ
る
都
の
論
理
が
見
え
て
い
る
の
だ
。
匂

宮
が
初
瀬
詣
や
紅
葉
狩
に
よ
っ
て
見
せ
つ
け
る
栄
華
を
、
素
通
り
さ
れ
て

思
い
知
る
の
で
は
な
く
、
大
君
に
は
予
め
分
か
っ
て
い
た
と
す
る
。
匂
宮

か
ら
の
情
の
勝
っ
た
手
紙
が
宇
治
に
届
け
ば
「
た
だ
か
か
る
山
伏
だ
ち
て

過
ぐ
し
て
む
」
宝
１
１
９
６
）
と
強
く
拒
絶
し
、
山
伏
の
よ
う
に
宇
治
に

引
き
篭
ろ
う
と
決
意
し
て
い
た
。
身
の
程
に
苦
し
む
く
ら
い
な
ら
、
始
め

か
ら
関
わ
り
た
く
な
い
。
大
君
の
想
像
力
は
、
屈
辱
を
先
取
り
す
る
だ
け

で
な
く
、
身
の
衰
え
も
先
取
り
す
る
。
さ
だ
過
ぎ
た
女
房
た
ち
に
、
自
ら

の
未
来
を
見
て
、

「
常
よ
り
も
わ
が
面
影
に
恥
づ
る
こ
ろ
な
れ
ば
、
疎
ま
し
と
見
た
ま

つ
け
て
、
か
た
ち
を
も
変
へ
て
む
、
き
て
の
み
こ
そ
、
長
き
心
を
か

た
み
に
見
は
つ
く
き
わ
ざ
な
れ
宝
１
３
２
３
）

こ
れ
は
大
君
の
心
内
語
で
あ
る
。
何
と
か
死
ん
で
し
ま
い
た
い
。
も
う

世
間
で
は
夫
婦
と
見
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
戻
り
は
出
来
な
い
。
き
っ
と

互
い
に
幻
滅
し
た
り
裏
切
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
生
き

留
ま
っ
た
ら
出
家
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
な
ら
互
い
に
変
ら
ぬ
心
を
保
ち

続
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
今
の
幸
せ
を
そ
の
ま
ま

凍
結
し
た
い
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
重
態
に
陥
っ
て
か
ら
、
駆
け
つ
け

た
薫
に
対
し
て
発
し
た
セ
リ
フ
は
、
こ
の
ま
ま
会
え
ず
に
死
ん
で
し
ま
う

の
か
と
心
細
か
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
死
ん
だ
後
で
強
情
な
女
だ
っ
た
と

も
言
う
。
今
は
愛
し
く
思
い
合
っ
て
い
て
も
、
「
我
も
人
も
見
お
と
さ
ず
、

心
違
は
で
や
み
に
し
が
な
」
と
い
う
の
は
、
お
互
い
に
幻
滅
す
る
ぐ
ら
い

な
ら
今
の
ま
ま
が
い
い
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
結
婚
は
せ
ず
、
今
の
「
法

友
」
の
域
を
越
え
な
い
関
係
を
保
ち
た
い
と
言
う
の
だ
。

特
異
な
二
人
ゆ
え
に
保
た
れ
て
い
た
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
の
は
、
鳶
が

強
引
に
匂
宮
と
中
君
を
結
婚
さ
せ
、
女
房
た
ち
が
一
丸
と
な
っ
て
画
策
し

た
こ
と
に
よ
る
。
大
君
は
、
善
か
れ
と
思
っ
て
描
い
た
自
ら
の
設
計
図
が

破
綻
し
て
以
来
、
生
き
る
意
欲
を
失
う
。
次
第
に
物
を
食
べ
な
い
、
果
物

さ
え
口
に
し
な
い
、
薬
湯
も
飲
ま
な
い
と
記
さ
れ
る
の
は
、
大
君
の
衰
弱

が
自
死
の
決
意
に
発
す
る
病
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
。
宇
治
十

帖
で
の
自
死
は
、
浮
舟
が
初
め
て
で
は
な
い
の
だ
。

い
か
で
亡
せ
な
む
、
（
略
）
も
し
命
強
ひ
て
と
ま
ら
ば
、
病
に
こ
と

を
恐
れ
る
の
は
変
で
す
け
れ
ど
、
と
自
ら
の
心
の
矛
盾
を
自
覚
し
て
は
に

か
ん
で
も
い
る
。
大
君
は
次
第
に
、
女
心
を
正
直
に
吐
露
し
て
い
く
。
し

か
も
、
相
手
ば
か
り
で
な
く
私
の
気
持
も
い
ず
れ
変
る
か
も
知
れ
な
い
と
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｢法友」の恋

や
す
か
ら
ま
し
と
、
こ
れ
の
み
な
む
恨
め
し
き
ふ
し
に
て
と
ま
り
ぬ

く
う
お
ぼ
え
は
べ
る
」

（
薫
）
「
こ
と
ざ
ま
に
こ
の
世
を
恩
ひ
か
か
づ
ら
ふ
方
の
は
く
ら
ざ
り

つ
れ
ば
、
御
お
も
む
け
に
し
た
が
ひ
き
こ
え
ず
な
り
に
し
。
今
な
む
、

悔
し
く
心
苦
し
う
も
お
ぼ
ゆ
る
」
（
五
１
３
２
７
）

情
け
知
ら
ず
の
女
と
取
ら
れ
る
の
は
切
な
い
と
、
大
君
は
重
ね
て
言
う
。

妹
を
私
と
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
の
に
叶
え
て
く
れ
な

か
っ
た
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
恨
め
し
い
と
、
苦
し
い
息
の
下
で
も
凛
と
し

て
真
情
を
伝
え
て
い
る
。
一
方
の
薫
は
、
こ
の
世
で
心
を
寄
せ
る
人
は
あ

な
た
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
意
向
に
背
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

で
も
今
に
な
っ
て
は
悔
や
ま
れ
る
と
も
述
べ
る
。
こ
う
し
た
臨
終
の
場
で
、

愛
し
合
う
男
女
が
本
音
を
き
ち
ん
と
語
り
合
う
な
ど
、
光
源
氏
の
物
語
に

は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
君
は
辞
世
の
歌
な
ど
も
詠
ま
な
い
。
あ
く

ま
で
も
対
等
に
言
葉
を
交
し
合
う
、
そ
れ
が
薫
・
大
君
物
語
の
特
徴
と
言

え
る
。
つ
い
に
「
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
」
消
え
果
て
て
し
ま
っ
た
宝

１
３
２
８
）
と
い
う
最
期
も
、
「
源
氏
物
語
』
の
描
く
死
の
季
節
と
し
て

は
異
例
で
あ
る
。
草
木
の
消
滅
す
る
冬
に
、
大
君
の
一
生
も
枯
れ
果
て
た

思
い
出
さ
れ
た
く
な
い
、
と
も
言
う
。
大
君
は
死
を
目
前
に
し
て
初
め
て
、

薫
の
穏
や
か
な
人
柄
に
感
謝
し
つ
つ
身
を
任
せ
て
い
る
。

ご
せ
ち

京
が
十
一
月
の
五
節
で
賑
わ
っ
て
い
る
頃
、
薫
は
宇
治
に
逗
幼
田
し
続
け

と
よ
の
あ
か
り

て
看
病
し
て
い
た
が
、
と
う
と
う
豊
明
の
節
〈
玄
の
夜
、
大
君
は
臨
終
を
迎

え
る
。
二
人
の
最
後
の
対
話
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

（
大
君
）
「
思
ひ
隈
な
き
や
う
に
恩
さ
れ
た
り
つ
る
も
か
ひ
な
け
れ
ば
、

ほ
の
め
か
し
き
こ
え
し
に
、
運
へ
た
ま
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
う
し
ろ

こ
の
と
ま
り
た
ま
は
む
人
を
、
同
じ
こ
と
と
恩
ひ
き
こ
へ
た
ま
へ
と

注（
１
）
高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
四
年
一
二

月
。
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
所
収
）

宇
治
の
物
語
は
、
薫
と
い
う
厭
世
的
な
若
者
を
受
け
入
れ
る
舞
台
に
、

俗
と
聖
の
あ
わ
い
を
生
き
る
親
王
を
据
え
て
出
発
し
た
。
「
法
友
」
の
交

わ
り
は
大
君
に
引
き
継
が
れ
、
恋
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
は

内
へ
内
へ
と
延
び
る
竹
の
よ
う
に
苦
し
い
も
の
と
な
る
。
作
者
は
、
憂
愁

を
背
負
う
男
女
の
「
世
の
常
な
ら
ぬ
」
恋
物
語
を
目
論
ん
だ
の
だ
が
、
「
法

友
」
と
し
て
し
か
結
べ
な
い
関
係
は
、
大
君
に
と
っ
て
は
死
を
前
提
と
し

て
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
薫
に
救
い
は
与
え
ら
れ
な
い
。
「
宇

治
十
帖
」
は
こ
の
先
、
矛
盾
と
後
悔
を
抱
え
て
岱
復
う
薫
と
、
救
済
を
願

う
女
た
ち
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

作
者
は
舞
台
を
京
か
ら
宇
治
に
移
し
て
若
い
男
女
の
「
法
友
」
の
恋
を

描
い
た
の
だ
が
、
互
い
の
苦
し
い
胸
の
内
を
大
量
の
会
話
文
の
応
酬
で
、

或
い
は
声
に
は
な
ら
な
い
心
内
語
を
重
ね
る
こ
と
で
紡
い
だ
。
仮
名
に
よ

る
散
文
が
、
心
の
葛
藤
や
矛
盾
に
ま
で
手
の
届
く
領
域
を
切
り
拓
い
た
こ

と
に
、
薫
・
大
君
物
語
の
達
成
が
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
生
涯
を
書

き
終
え
た
後
に
な
お
、
青
春
の
苦
さ
を
強
調
し
た
物
語
を
書
き
継
い
だ
、

作
者
の
衰
え
ぬ
創
作
魂
に
驚
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

と
す
る
。
し
か
も
京
は
豊
穣
を
祝
う
節
会
の
五
節
舞
い
の
夜
に
、
寂
し
い

山
里
で
ひ
っ
そ
り
と
息
絶
え
た
と
鮮
や
か
な
対
比
で
描
か
れ
る
。
こ
こ
に

精
一
杯
に
生
き
た
大
君
の
生
涯
は
完
結
す
る
が
、
そ
れ
を
看
取
っ
た
薫
の

想
い
と
後
悔
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
果
て
な
く
続
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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「
別
所
」
が
考
察
さ
れ
た
論
で
あ
る
。

（
９
）
伊
勢
の
「
夢
に
だ
に
見
ゆ
と
は
見
与

（
８
）
益
田
勝
実
「
偽
悪
の
伝
統
」
ｓ
文
学
』
一
九
六
四
年
一
月
号
。
「
益
田

勝
実
の
仕
事
２
』
所
収
）
に
男
女
の
「
法
友
」
の
指
摘
が
あ
る
。
偽
悪

者
を
装
う
と
い
う
自
己
克
服
の
営
み
を
伝
え
る
説
話
の
根
拠
地
と
し
て
、

（
６
）
同
話
が
、
「
今
昔
物
語
集
』
（
巻
十
五
’
第
四
十

不
臥
ズ
シ
テ
触
バ
ヒ
近
付
ク
事
無
シ
」
と
あ
る
。

（
７
）
「
発
心
集
』
第
一
’
十
一
「
高
野
の
辺
の
上
人
、

（
５
）
鈴
木
日
出
男
「
薫
に
お
け
る
道
心
と
執
心
」
（
岩
波
新
大
系
『
源
氏
物

語
四
」
解
説
一
九
九
六
年
）
、
「
鴬
と
大
君
」
ｓ
源
氏
物
語
虚
構
論
」

（
２
）
益
田
勝
実
の
「
心
の
極
北
ｌ
尋
ね
ぴ
と
皇
子
・
童
子
の
こ
と
ｌ
」
ｓ
火

山
列
島
の
思
想
』
一
九
六
八
年
。
「
益
田
勝
実
の
仕
事
２
」
所
収
）
は
、

天
皇
の
皇
子
の
中
に
ま
で
成
人
儀
礼
を
拒
否
し
て
終
生
を
童
形
の
ま
ま

で
生
き
た
人
生
が
あ
っ
た
こ
と
を
突
き
止
め
論
じ
た
も
の
で
、
宇
治
十

帖
の
薫
の
、
結
局
は
貫
け
な
い
元
服
拒
否
は
本
旨
で
は
な
い
。

（
３
）
丸
山
キ
ヨ
子
は
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
ひ
じ
り
」
に
つ
い
て
」
で
、

、
、

も
う
一
例
「
一
一
一
州
俗
聖
起
請
十
一
一
箇
条
事
」
を
挙
げ
て
い
る
（
『
源
氏

物
語
の
仏
教
』
一
九
八
五
年
）
。
こ
れ
は
堀
一
郎
論
文
か
ら
の
引
用
で
、

民
間
の
「
俗
聖
」
的
信
仰
を
重
視
す
る
堀
一
郎
は
、
「
俗
聖
」
と
い
う

表
現
の
初
期
の
用
例
を
「
橋
姫
」
巻
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
る
ｓ
我

が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
（
二
）
宗
教
史
編
』
一
九
五
三
年
）
。

（
４
）
こ
れ
は
漢
文
の
序
で
あ
る
の
で
、
石
原
清
志
『
発
心
和
歌
集
の
研
究
』

る
事
」

二
○
○
三
年
）
な
ど
。

（
一
九
八
三
年
）
の
訓
読
文
を
記
し
た
。

「
夢
に
だ
に
見
ゆ
と
は
見
え
じ
朝
な
朝
な
わ
が
面
影
に
恥
づ
る

（
巻
十
五
’
第
四
十
八
）偽
っ
て
妻
女
を
儲
く

で
は
「
同
ジ
床
二

※
『
源
氏
物
語
」
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に

よ
り
、
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。

身
な
れ
ば
」
（
古
今
和
歌
集
６
８
１
）
か
ら
の
引
歌
。

（
あ
ま
の
き
よ
》
」
・
本
学
元
教
授
）
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