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一
　「
わ
い
ら
」
か
ら
「
お
と
ろ
し
」
へ

　
前
稿
で
石
燕
描
く
正
体
不
明
の
化
け
物
「
わ
い
ら
」
に
つ
い
て
論
じ
た

際
、
そ
れ
が
獅
子
頭
に
似
た
頭
部
に
描
か
れ
て
い
て
、
狛
犬
の
頭
を
思
わ
せ

る
「
お
と
ろ
し
」
と
見
開
き
で
並
ぶ
点
に
、
絵
師
の
こ
め
た
作
為
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　
石
燕
が
影
響
を
受
け
た
ら
し
い
「
百
怪
図
巻
」（
ま
た
そ
の
系
統
の
絵
巻
）

で
は
、
既
に
「
わ
い
ら
」
と
「
お
と
ろ
し
」
が
並
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
石

燕
は
そ
の
順
を
踏
襲
し
た
上
に
、
両
化
け
物
を
神
社
の
境
内
で
相
対
す
る
獅

子
と
狛
犬
に
見
立
て
る
ユ
ー
モ
ア
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　「
お
と
ろ
し
」
は
、「
百
怪
図
巻
」
の
デ
ザ
イ
ン
に
従
っ
て
い
て
、
既
に
そ

こ
で
も
頭
頂
の
毛
が
一
塊
長
く
伸
び
て
垂
れ
て
い
る
の
を
、
狛
犬
の
頭
の
て

っ
ぺ
ん
に
生
え
た
角
に
見
立
て
て
い
る
あ
た
り
が
巧
み
で
あ
る
。「
わ
い
ら
」

が
阿
形
、「
お
と
ろ
し
」
が
吽
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
石
燕
画
で
「
お
と
ろ
し
」
が
右
手
に
つ
か
む
の
は
鳩
で
あ
る
。
こ
れ
が
読

倉

本

　

昭 

者
（
鑑
賞
者
）
に
は
謎
解
き
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
鳩
に
縁
あ
る
神
と

い
え
ば
八
幡
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
八
幡
宇
佐
宮
御

託
宣
集
』
霊
・
巻
五
に
以
下
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
（
注
１
）。

　
豊
前
国
宇
佐
郡
菱
形
池
辺
、
小
倉
山
の
麓
に
、
鍛
冶
の
翁
が
い
て
、
奇
異

の
瑞
兆
を
見
せ
一
つ
の
身
に
八
つ
の
頭
を
現
わ
し
て
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
た

人
々
が
実
見
し
よ
う
と
出
か
け
る
と
、
五
人
行
っ
て
は
三
人
ま
で
が
死
に
、

十
人
行
っ
て
は
五
人
ま
で
が
死
ぬ
有
様
で
、
畏
れ
て
行
く
人
が
い
な
く
な
っ

た
。
そ
こ
で
大
神
比
義
が
確
か
め
に
行
く
と
、
金
色
の
鷹
が
林
上
に
い
た
。

大
神
が
丹
誠
を
こ
め
て
祈
り
、
正
体
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
鷹
が
忽
ち
金
色
の

鳩
と
化
し
、
飛
来
し
て
大
神
の
袂
上
に
載
っ
た
。

　
ま
た
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
は
（
注
２
）　

　　
　
鎌
倉
ノ
前
右
大
将
、
平
家
ノ
悪
逆
ヲ
誅
シ
、
仏
神
王
民
ヲ
助
ン
ト
、
八
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幡
大
菩
薩
ヲ
一
心
ニ
憑
マ
ヒ
ラ
セ
給
ケ
レ
バ
、
初
度
ノ
打
手
ヲ
バ
、
水
鳥
ニ

鳩
交
リ
テ
追
帰
ス
。
結
句
ノ
合
戦
ニ
ハ
、
白
幡
天
ヨ
リ
下
リ
山
鳩
空
ニ
翔
ケ

リ
。
承
平
七
年
十
二
月
十
七
日
ノ
御
託
宣
ニ
曰
、

　「
舎
衛
国
ニ
四
闍
牙
ト
云
フ
所
有
リ
。
其
所
ニ
諸
仏
菩
薩
集
リ
テ
説
法
シ

給
フ
、
其
所
ニ
紫
鳥
ト
云
フ
鳥
有
リ
、
日
ニ
三
節
廻
テ
鳴
音
ハ
説
法
音
楽
ノ

如
シ
、
其
鳥
ニ
我
ハ
化
セ
ル
ゾ
、
其
ヲ
凡
夫
ノ
眼
ニ
ハ
鳩
ト
見
ル
ゾ
」　
　

　
ト
告
給
ヘ
バ
、
鳩
ハ
是
吾
神
ノ
御
変
身
也
。

　
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
石
燕
は
ご
く
常

識
的
に
八
幡
神
と
鳩
と
の
関
係
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、『
和
漢
三
才
図

絵
』
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
を
引
い
て
お
け
ば
、
当
時
の
知
識
人

が
八
幡
宮
の
鳩
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
（
注
３
）。

　
八
幡
鳩
　
止
之
与
里
古
伊
…
…
（
略
）
城
州
八
幡
山
最
多
、
俗
以
為
神

使
、
好
事
者
書
八
字
彷
彿
鳩
之
雌
雄
、
八
幡
生
土
人
、
誤
食
之
則
唇
脹
腫
悶

乱
矣
、
蓋
此
神
与
人
相
感
令
然
者
乎
。（
巻
四
三
林
禽
類
「
班
鳩
」
の
項
目
）

　
以
上
の
こ
と
か
ら
「
お
と
ろ
し
」
は
八
幡
宮
の
鳥
居
上
で
鳩
を
掴
ん
で
い

る
と
と
れ
る
。
多
田
克
己
は
既
に
「
お
と
ろ
し
」
と
八
幡
神
と
の
関
係
に
言

及
し
て
い
る
が
（
注
４
）、
鳩
へ
の
襲
撃
を
「
八
幡
信
仰
の
禁
忌
」
に
関
係
す
る
暗
示

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
八
幡
宮
の
鳥
居
の
笠
木
の
上
に
妖
物
を
置
く
こ
と
が

冒
涜
的
で
あ
る
。
絵
を
見
る
者
が
涜
神
的
な
図
柄
に
軽
い
衝
撃
を
覚
え
な
が

ら
も
、
何
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
を
、
石
燕
は

狙
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
石
燕
が
活
躍
し
た
江
戸
の
八
幡
宮
と
い
え
ば
深
川
の
富
岡
八
幡
宮
が
ま

っ
さ
き
に
思
い
浮
か
ぶ
。
八
幡
門
前
は
勿
論
、
岡
場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
。

『
画
図
百
鬼
』
出
版
当
時
の
深
川
岡
場
所
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
安
永
元
年

に
書
か
れ
た
平
賀
源
内
の
『
吉
原
細
見
里
の
を
だ
巻
評
』
に
語
ら
せ
る
の
が

よ
か
ろ
う
（
注
５
）。

　
深
川
に
遊
ん
で
深
川
の
穴
を
し
ら
ず
。
夫
彼
地
の
女
良
は
鞍
替
も
の
あ
り

つ
き
出
し
あ
り
。
甚
し
き
に
至
り
て
は
人
の
女
房
を
売
も
あ
り
。
或
は
女
郎

の
身
で
新
子
を
か
ゝ
ゑ
、
我
身
を
買
て
め
く
り
を
打
、
掛
金
百
落
し
の
下
卑

有
て
い
け
も
せ
ぬ
癖
人
を
茶
に
し
、
客
の
前
に
て
囁
合
、
一
字
は
さ
み
で
あ

て
付
た
り
、
歌
の
唱
歌
の
耳
こ
す
り
、
亭
主
の
身
替
り
の
れ
ん
替
、
前
の
家

名
は
風
呂
敷
に
残
り
…
…

　
と
源
内
は
手
厳
し
い
。
し
か
し
、『
婦
美
車
紫
鹿
子（
注
６
）』
で
は
上
品
下
生
之

部
に
深
川
仲
町
が
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
、

　
此
浄
土
は
素
人
と
い
ふ
た
て
甚
花
車
風
流
を
好
し
が
今
は
一
向
に
衣
装
髪

の
風
伊
達
に
成
り
人
が
ら
も
尤
あ
ま
り
よ
く
な
し
。
し
か
し
さ
わ
ぎ
一
事
は

爰
に
こ
す
所
な
し
。

　
と
あ
っ
て
、
仲
町
に
並
び
、
深
川
表
櫓
・
裏
櫓
・
裾
継
が
入
る
。
さ
ら
に
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佃
と
新
大
橋
・
新
地
・
石
置
場
・
八
幡
御
旅
所
が
中
品
中
生
之
部
、
入
船
町

が
中
品
下
生
之
部
に
入
る
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
総
評
さ
れ
る
。

　
わ
た
く
し
も
此
春
焼
ま
へ
に
さ
そ
わ
れ
て
仲
町
へ
ま
い
り
ま
し
た
が
、
先

深
川
の
客
は
さ
つ
さ
お
せ
〳
〵
き
た
さ
の
さ
と
さ
わ
ぎ
て
、
せ
ん
か
う
が
た

ち
切
と
ず
い
と
か
へ
る
が
、
深
川
の
た
て
、
そ
こ
で
女
郎
も
う
は
〳
〵
う
は

つ
い
て
、
な
か
〳
〵
し
つ
ぽ
り
と
お
ち
つ
い
た
あ
そ
び
は
な
り
ま
せ
ぬ
（
注
７
）。

　　
深
川
の
岡
場
所
全
盛
期
は
更
に
時
代
を
下
る
が
、
安
永
の
こ
ろ
、
そ
の
殷

賑
へ
の
端
緒
が
開
け
て
い
た
。
八
幡
宮
一
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
ま
っ
す
ぐ
伸

び
た
道
の
両
側
に
形
成
さ
れ
た
門
前
町
を
中
心
に
、『
紫
鹿
子
』
が
紹
介
す

る
色
町
が
あ
っ
た
。

　
石
燕
描
く
「
お
と
ろ
し
」
は
、
八
幡
宮
の
境
内
へ
と
二
の
鳥
居
を
く
ぐ
る

前
に
、
遊
客
を
ひ
っ
つ
か
む
色
町
の
女
で
あ
り
、
わ
し
づ
か
み
に
さ
れ
た
鳩

は
、
参
詣
に
か
こ
つ
け
て
、
う
か
う
か
や
っ
て
き
た
男
た
ち
が
、
岡
場
所
の

女
の
エ
サ
に
な
る
こ
と
の
風
刺
だ
と
思
わ
れ
る
。
掴
ま
れ
た
ら
最
後
、
逃
れ

ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
「
お
そ
ろ
し
い
」、
す
な
わ
ち
「
お
と
ろ
し
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
振
り
乱
し
た
「
お
ど
ろ
髪
」
は
、
妖
異
性
を
あ
ら
わ
す
一
方

で
、「
人
柄
が
悪
く
」「
浮
つ
い
た
」
深
川
岡
場
所
の
女
の
性
根
を
揶
揄
す
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

二
　
塗
仏

　「
お
と
ろ
し
」
が
神
社
の
狛
犬
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
神
か

ら
仏
に
転
じ
て
「
ぬ
り
ぼ
と
け
」
を
出
し
た
。

　「
百
怪
図
巻
」
及
び
そ
の
系
統
の
絵
巻
「
化
物
づ
く
し
」
に
見
る
「
ぬ
り

ぼ
と
け
」
と
、
石
燕
描
く
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
ま
ず
「
百
怪
図
巻
」「
化
物
づ
く
し
」
の
「
ぬ
り
ぼ
と
け
」

か
ら
検
証
し
た
い
。

　
そ
こ
に
描
か
れ
る
妖
物
の
特
色
は
、
①
全
身
漆
黒
、
②
肥
満
体
、
③
頭
頂

の
中
央
に
大
き
な
く
ぼ
み
が
あ
る
、
④
巨
大
な
眼
窩
か
ら
目
玉
が
飛
び
出
て

垂
れ
さ
が
る
、
⑤
腰
に
白
布
を
巻
く
、
⑥
背
中
か
ら
魚
の
尾
び
れ
の
よ
う
な

も
の
が
生
え
て
い
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
図
像
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
十
四
「
外
夷

人
物
」
の
「
崑
崙
層
斯
」
の
項
に
付
さ
れ
た
人
物
図
で
あ
る
。
肌
の
色
、
腰

に
白
布
を
巻
い
て
上
半
身
裸
体
で
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
共
通
す
る
。
し
か

し
、
体
躯
は
中
肉
型
で
短
髪
を
た
た
え
て
い
る
。
当
然
、「
百
怪
図
巻
」
の

大
元
と
な
っ
た
と
い
う
狩
野
元
信
筆
絵
巻
（
現
存
せ
ず
）
と
『
和
漢
三
才
図

会
』
自
体
は
何
の
関
係
も
な
い
。「
崑
崙
層
斯
」
挿
絵
の
図
像
学
的
ル
ー
ツ

は
、
寛
文
十
一
年
林
次
左
衛
門
版
『
万
国
総
図
』
の
「
き
ね
や
」
国
人
図
あ

た
り
に
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ち
ら
を
見
て
も
「
ぬ
り
ぼ
と

け
」
の
元
に
な
る
よ
う
な
図
に
は
見
え
な
い
。

　
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
文
肝
抄
』
に
掲
げ
ら
れ
た
河
伯
像（
注
８
）で
あ
る
。
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①
全
身
漆
黒
、
③
頭
頂
の
大
き
な
く
ぼ
み
、
⑤
上
半
身
裸
で
腰
に
布
を
巻

く　
と
い
う
点
で
「
ぬ
り
ぼ
と
け
」
と
共
通
す
る
。
興
味
深
い
の
は
、
河
伯
の

大
き
な
目
が
真
っ
赤
に
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
唇
の
朱
と
あ
わ
せ
、
黒

い
体
と
鮮
や
か
な
対
照
を
な
し
て
印
象
に
迫
っ
て
く
る
。「
百
怪
図
巻
」
や

「
化
物
づ
く
し
」
の
大
元
と
な
っ
た
絵
巻
の
作
者
（
佐
脇
嵩
之
の
「
百
怪
図

巻
」
奥
書
に
は
狩
野
元
信
と
す
る
）
は
、『
文
肝
抄
』
に
出
る
よ
う
な
河
伯

像
を
モ
デ
ル
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
河
伯
は
水
精
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ

を
モ
デ
ル
に
し
た
「
ぬ
り
ぼ
と
け
」
に
魚
の
尾
び
れ
の
よ
う
な
も
の
を
描
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
石
燕
に
は
、
さ
よ
う
な
こ
と
を
理
解
す
る
余
地
は
な
か

っ
た
の
か
、「
塗
仏
」
を
全
く
異
な
る
図
像
で
描
く
。
体
躯
は
中
肉
型
、
頭

に
は
く
ぼ
み
が
な
く
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
は
禿
頭
で
、
そ
れ
よ
り
下
の
部
分
に

毛
髪
が
生
え
さ
が
っ
て
い
る
。
尾
び
れ
状
の
も
の
は
仏
壇
の
引
き
戸
に
隠
れ

て
描
か
れ
な
い
。

　
石
燕
は
恐
ら
く
、
南
蛮
屏
風
類
に
描
か
れ
た
宣
教
師
の
図
像
を
モ
デ
ル
に

し
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
直
接
拠
っ
た
も
の
は
特
定
で
き
な
い
が
、
た
と
え

ば
、
現
在
宮
内
庁
に
所
蔵
さ
れ
る
「
南
蛮
人
渡
来
図
屏
風
」
を
見
る
と
、
南

蛮
寺
の
祭
壇
の
前
に
集
ま
る
宣
教
師
の
中
に
、
石
燕
の
「
塗
仏
」
に
相
似
た

顔
が
見
ら
れ
る
（
注
９
）。

　
筆
者
は
「
ぬ
り
ぼ
と
け
」
の
図
像
に
つ
い
て
推
察
を
重
ね
た
が
、「
ぬ
り

ぼ
と
け
」
と
は
い
か
な
る
化
物
で
あ
る
か
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
体
が
黒
漆
色
を
し
て
い
る
羅
漢
の
よ
う
だ
か
ら
絵
巻
に
〈
塗
仏
〉
と
呼

ぶ
ま
で
で
あ
ろ
う
し
、
後
は
図
か
ら
様
々
想
像
を
め
ぐ
ら
す
ほ
か
あ
る
ま

い
。
不
信
心
で
悪
行
を
重
ね
る
者
に
「
仏
の
目
を
抜
く
」
の
語
を
使
う
が
、

こ
れ
は
「
仏
の
目
が
抜
け
る
」
妖
異
だ
か
ら
、
信
心
者
が
肝
を
つ
ぶ
し
て
、

鉦
や
仏
花
を
打
ち
捨
て
て
遁
走
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
　

三
　
濡
女

　
濡
女
は
磯
女
な
ど
の
水
妖
と
取
り
合
わ
せ
て
、
民
俗
学
的
な
情
報
に
富
む

だ
け
に
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
説
か
れ
る
嫌
い
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。

　
先
行
文
献
を
繰
る
に
）
（注

（
注

、
濡
女
の
解
説
に
紹
介
さ
れ
る
例
話
は
、
き
ま
っ

て
、
岡
田
建
文
の
「
石
見
牛
鬼
譚
」（「
郷
土
研
究
」
七
巻
五
号 

一
九
三
三
）

に
引
く
島
根
県
安
濃
郡
太
田
町
、
那
賀
郡
浅
利
村
の
伝
承
で
あ
る
。
し
か

し
、
さ
よ
う
な
も
の
を
江
戸
の
石
燕
が
把
握
す
る
わ
け
は
な
い
。
ま
た
藤
沢

衛
彦
『
妖
怪
画
談
全
集
　
日
本
編
』
上
に
紹
介
す
る
越
後
と
会
津
国
境
の
川

に
現
れ
た
濡
女
の
話
は
、
文
政
二
年
の
こ
と
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
や
は

り
、
石
燕
の
聞
き
合
わ
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
濡
女
と
あ
わ
せ
て
語
ら
れ
る
磯
女
・
海
姫
に
し
て
も
、
長
崎
県
の
言
い
伝

え
を
見
る
か
ぎ
り
、
石
燕
描
く
如
き
蛇
体
の
化
け
物
と
は
受
け
取
れ
な
い
）
（（

（
注

。

ま
た
、
い
ず
れ
も
近
代
に
な
っ
て
民
俗
学
研
究
者
が
報
告
し
た
も
の
で
あ

る
。
出
雲
の
海
女
房
も
同
様
。

　
そ
こ
で
、
全
く
別
の
視
点
か
ら
濡
女
を
見
て
み
よ
う
。

　
筆
者
は
一
連
の
論
考
に
お
い
て
、『
画
図
百
鬼
』
の
各
妖
怪
は
、
一
つ
前



－ 57 －

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む
（
そ
の
二
）

に
登
場
す
る
妖
怪
と
何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
説
を
主
張
し

て
い
る
。
濡
女
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
み
る
。

　
た
と
え
ば
酒
井
家
旧
蔵
本
「
賢
学
草
紙
」
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
）
（注

（
注

、
般

若
然
と
し
た
顔
に
長
い
髪
を
垂
ら
し
、
舌
を
吐
い
て
川
に
臨
む
蛇
体
の
化

物
は
、
道
成
寺
伝
説
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
石
燕
の
濡
女
図
を
見

て
、
江
戸
時
代
の
多
く
の
読
者
は
、
清
姫
の
名
で
通
る
、
怖
ろ
し
く
も
可
憐

な
ヒ
ロ
イ
ン
を
想
起
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
逆
に
塗
仏
を
見
直
せ

ば
、
黒
く
焼
か
れ
た
安
珍
に
見
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

る
。

　「
道
成
寺
縁
起
絵
巻
」
諸
本
中
、
一
般
に
目
に
す
る
機
会
が
多
い
道
成
寺

本
を
、
道
成
寺
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
絵
と
き
体
験
ペ
ー
ジ
」
で
見
た

ら
わ
か
る
通
り
、
鐘
の
中
か
ら
僧
（
安
珍
の
名
は
な
い
）
が
骨
に
近
い
状
態

の
焼
死
体
に
な
っ
て
現
れ
る
図
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
い
。
道
成
寺
本
系
の
絵

巻
を
通
じ
て
、
は
た
し
て
石
燕
は
、
こ
の
図
柄
を
知
っ
て
い
た
か
。
　

　
彼
の
場
合
、
後
に
出
版
す
る
『
今
昔
百
鬼
拾
遺
』
に
描
く
「
道
成
寺
鐘
」

図
で
は
、「
賢
学
草
紙
」
の
大
蛇
像
を
参
考
に
し
て
い
る
。「
賢
学
草
紙
」
で

は
、
僧
侶
賢
学
が
日
高
川
の
深
淵
に
引
き
込
ま
れ
る
の
で
、
鐘
と
一
緒
に
焼

か
れ
る
結
末
が
な
い
。
石
燕
が
道
成
寺
本
系
統
の
絵
巻
に
触
れ
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
は
あ
る
が
、
安
珍
焼
殺
の
結
末
は
存
知
し
て
い
た
。
先
の
「
道
成

寺
鐘
」
図
の
詞
書
に
は
「
安
珍
が
つ
り
鐘
の
中
に
か
く
れ
居
た
る
を
し
り
て

蛇
と
な
り
、
そ
の
鐘
を
ま
と
ふ
。
こ
の
鐘
と
け
て
湯
と
な
る
と
い
ふ
」
と
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
能
「
道
成
寺
」
に
よ
る
知
識
で
あ
っ

た
）
（注

（
注

。
よ
っ
て
、
石
燕
の
塗
仏
は
、
黒
く
焼
か
れ
る
安
珍
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し

て
、
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
塗
仏
は
鐘
な
ら
ぬ
仏
壇
か
ら

異
形
を
あ
ら
わ
す
の
が
滑
稽
に
つ
な
が
る
。

　
対
峙
す
る
濡
女
は
日
高
川
を
前
に
蛇
と
化
し
た
女
で
あ
る
。『
法
華
験
記
』

な
ど
道
成
寺
伝
説
を
語
る
説
話
文
学
に
い
う
「
寡
婦
」
は
、
若
い
僧
に
懸
想

し
て
濡
れ
か
く
る
わ
け
だ
か
ら
、「
濡
女
」
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
百
怪

図
巻
」「
化
物
づ
く
し
」
に
載
る
濡
女
を
、
石
燕
は
道
成
寺
伝
説
に
ひ
き
つ

け
て
描
き
直
し
、
読
者
に
呈
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん

　「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
は
現
在
、
人
気
の
ア
ニ
メ
や
漫
画
を
通
じ
、『
画
図
百

鬼
夜
行
』
風
の
巻
で
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
化
物
と
な
っ
て
い
る
）
（注

（
注

。
し
か

し
、
知
名
度
が
高
い
一
方
で
、
全
く
正
体
が
つ
か
め
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ほ

ど
不
思
議
な
化
物
は
な
い
。「
百
怪
図
巻
」
で
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
を
見
て

も
、
詞
書
が
な
い
以
上
、
何
ら
確
と
し
た
情
報
は
得
ら
れ
な
い
が
、
先
人
に

よ
る
妖
怪
研
究
の
成
果
に
照
ら
し
て
、「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
図
を
読
み
解
い

て
み
る
。

　
こ
の
化
物
は
好
色
風
俗
と
絡
め
て
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
）
（注

（
注

、
そ
の
発
想

を
「
妖
怪
図
巻
」「
化
物
づ
く
し
」
の
図
に
適
用
す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ

う
。
多
田
克
己
に
よ
れ
ば
「
ヌ
ル
ヌ
ル
し
て
ヌ
（
ノ
）
ッ
ペ
ラ
坊
の
よ
う

な
も
の
だ
と
語
ら
れ
る
。」「
ヌ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
は
目
口
の
無
い
化
け
物
、
掴

み
ど
こ
ろ
の
な
い
さ
ま
、
隠
語
で
は
陰
茎
、
張
型
の
意
で
、「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
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ん
」
も
同
じ
意
の
隠
語
だ
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
。「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
と

い
う
語
そ
の
も
の
に
好
色
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
な

ら
、
両
絵
巻
に
描
か
れ
た
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
た
る
大

頭
に
、
好
色
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
隠
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
も
よ
い
と
思

う
。

　
し
か
し
、
依
然
と
し
て
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
の
正
体
や
属
性
は
は
っ
き

り
せ
ず
、
そ
れ
を
石
燕
が
ど
う
解
釈
し
て
図
像
化
し
た
か
が
、『
画
図
百
鬼
』

の
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
石
燕
は
大
蛇
と
化
し
た
清
姫
と
い
っ
て
よ
い
濡
女
か
ら
、
再
び
僧
を
連
想

し
て
、
僧
形
の
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
を
次
に
置
い
た
。
並
ぶ
妖
物
の
名
の
頭

に
「
ぬ
り
」「
ぬ
れ
」「
ぬ
ら
」
と
似
た
響
が
あ
る
の
も
、
石
燕
が
意
識
し
て

三
体
を
配
置
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
さ
て
、
石
燕
描
く
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
①
剃
髪
、
②
立
派

な
羽
織
、
③
帯
刀
の
三
点
。
　

図
の
背
景
に
描
か
れ
た
も
の
で
は
④
駕
籠
が
注
目
さ
れ
る
。

　
以
上
の
四
点
か
ら
、
筆
者
は
石
燕
画
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
は
当
時
の
官
医

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
と
み
た
い
。『
守
貞
謾
稿
）
（注

（
注

』
に
「
江
戸
は
官
医
剃
髪

に
て
法
印
・
法
眼
に
任
じ
、
十
徳
を
着
し
、
平
日
は
羽
織
な
り
。
故
に
乗
物

を
狭
く
す
。
江
戸
、
官
医
に
あ
ら
ざ
る
も
、
皆
こ
れ
を
学
ぶ
」
と
見
え
、
医

師
乗
物
の
図
も
掲
げ
て
い
る
）
（注

（
注

。

　
帯
刀
に
つ
い
て
は
正
徳
五
年
序
『
閑
際
筆
記
』
巻
六
に
「
蓋
古
者
無
刀
、

今
小
腰
刀
ヲ
帯
」
と
あ
る
し
、『
塵
塚
談
』
上
に
は
著
者
小
川
顕
道
二
十
歳

の
頃
の
話
と
し
て
「
官
医
の
衣
服
之
事
我
等
二
十
歳
頃
迄
は
御
城
の
外
他
行

の
節
は
脇
差
計
御
紋
服
は
各
別
自
紋
は
殿
中
に
て
坊
主
に
紛
る
ゝ
と
て
決
し

て
着
せ
ず
…
…
寛
政
年
間
迄
は
脇
差
の
み
に
て
歩
行
し
人
も
あ
り
け
り
、
家

内
に
て
は
旦
那
様
と
称
し
け
る
に
、
近
歳
に
至
自
紋
の
服
刀
は
離
さ
ず
、
其

上
ニ
殿
様
と
称
し
、
若
党
ハ
定
袴
ニ
て
召
遣
ひ
全
く
武
家
の
様
体
に
な
り
し

な
り
」
と
あ
る
）
（注

（
注

。『
塵
塚
談
』
の
い
う
「
近
歳
」
は
文
化
年
間
だ
か
ら
、『
画

図
百
鬼
』
刊
行
と
近
い
頃
の
官
医
の
実
態
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　『
画
図
百
鬼
』
刊
行
前
に
官
医
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
か
と
、

服
部
敏
良
『
江
戸
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
八
）
付

表
Ⅱ
「
江
戸
幕
府
の
医
官
譜
」
を
の
ぞ
い
て
み
る
に
、
安
永
元
年
に
神
田
佐

久
間
町
の
医
学
館
が
火
災
に
遭
っ
た
と
あ
る
。
当
時
寄
合
医
師
で
多
紀
家
を

継
い
で
い
た
元
悳
は
再
建
資
金
の
勧
進
を
願
い
出
て
許
さ
れ
、
二
年
五
月

十
日
に
御
触
が
出
た
。
御
触
書
は
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』「
お
医
者
様
の
話
」

の
「
叱
ら
れ
た
半
今
両
家
」（
中
央
公
論
社 

第
十
四
巻
三
二
四
頁
）
に
引
か

れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
触
で
は
「
御
医
師
之
分
者
存
寄
次
第
、
其

外
御
医
師
之
弟
子
竝
陪
臣
町
医
師
、
惣
而
江
戸
中
医
師
よ
り
は
二
匁
を
限
、

年
々
寄
付
銀
差
出
」
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
寄
付
を
し
ぶ
っ
た
医

師
が
多
く
、
八
月
五
日
に
は
「
今
以
不
相
集
候
間
、
諸
医
師
よ
り
寄
付
物
可

有
之
条
、
遠
江
守
殿
（
筆
者
注
：
若
年
寄
加
納
久
堅
）」
よ
り
仰
せ
渡
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
九
月
二
四
日
に
は
半
井
・
今
大
路
の
両
典
薬
頭
が
、「
両
人

儀
医
術
修
行
之
場
所
出
来
候
義
、
不
得
心
の
趣
相
聞
、
不
埒
の
心
得
に
候
」

と
酒
井
石
見
守
屋
敷
に
お
い
て
叱
責
さ
れ
た
。
典
薬
頭
た
ち
が
、
自
分
た
ち
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の
権
威
を
ゆ
る
が
し
か
ね
な
い
医
学
館
の
存
在
を
煙
た
が
っ
た
の
は
当
然
で

あ
っ
た
（
鳶
魚
に
よ
る
）。

　
と
こ
ろ
が
「
江
戸
幕
府
の
医
官
譜
」
に
よ
れ
ば
、
安
永
四
年
、『
画
図
百

鬼
』
跋
文
が
秋
に
書
か
れ
た
年
の
五
月
十
八
日
に
、
多
紀
元
悳
は
出
仕
を
止

め
ら
れ
た
。
理
由
は
「
そ
の
奴
僕
の
犬
と
町
の
犬
と
闘
い
し
よ
り
争
論
起

り
、
市
人
を
打
殺
せ
し
に
よ
る
」
と
見
え
る
。

　
そ
れ
よ
り
後
、
安
永
五
年
七
月
九
日
の
項
目
を
見
る
に
、「
寄
合
医
師
細

川
宗
仙
某
遠
流
せ
ら
る
。
常
に
博
戯
を
な
し
亡
命
の
者
ど
も
を
己
が
家
に
宿

せ
し
に
よ
る
」
と
あ
る
。
八
年
八
月
一
日
に
は
小
普
請
医
・
須
磨
良
川
が
身

持
ち
正
し
か
ら
ず
と
の
理
由
で
遠
流
さ
れ
て
い
る
。

　
文
化
十
三
年
成
だ
か
ら
『
画
図
百
鬼
』
よ
り
ず
っ
と
後
の
資
料
な
が
ら
、

『
世
事
見
聞
録
』
巻
三
「
医
業
の
事
）
（注

（
注

」
を
参
考
に
掲
げ
る
。

　
当
世
の
医
師
は
御
代
の
結
構
過
ぐ
る
に
任
せ
て
、
医
術
の
修
業
怠
り
て
奢

侈
に
募
り
、
衣
服
美
麗
を
尽
し
、
住
所
も
玄
関
書
院
其
外
結
構
、
家
従
郎
迄

も
権
威
を
張
り
、
家
内
賑
か
に
暮
し
不
行
状
を
尽
し
…
…
殊
に
官
医
又
大
小

名
の
医
師
な
ど
は
別
し
て
権
高
く
、
病
家
へ
見
廻
る
に
も
、
駕
に
乗
り
、
若

党
陸
尺
、
其
外
の
供
廻
り
、
武
士
の
如
く
、
又
医
者
の
供
廻
り
と
て
一
風
替

り
て
当
世
の
流
行
医
故
病
用
の
鬧
敷
体
に
見
せ
な
す
と
て
道
を
急
ぎ
走
り
て

却
て
武
士
の
往
来
よ
り
も
騒
敷
、
行
違
に
人
を
悩
ま
し
、
或
は
喧
嘩
を
仕
か

け
…
…

　
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
と
安
永
年
間
も
似
た
状
況
で
は
な
か
っ
た
か
。

医
学
館
再
建
を
め
ぐ
る
紛
擾
に
加
え
、
行
状
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
官
医
ど
も
の

処
罰
。
江
戸
の
絵
師
・
石
燕
は
、
そ
ん
な
情
け
な
い
実
状
を
く
ん
で
、
ぬ
ら

り
ひ
ょ
ん
を
堕
落
し
た
官
医
に
見
立
て
、
風
刺
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
が
法
体
で
あ
る
か
ら
、
官
医
に
ひ
き
つ
け
る
の
は
た
や
す
か

っ
た
）
注注

（
注

。

　
次
に
、「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
と
い
う
名
称
が
堕
落
し
た
官
医
と
ど
う
響
き

あ
う
か
を
考
え
て
み
る
。

　
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
の
解
説
に
よ
く
引
か
れ
る
『
好
色
敗
毒
散
』
巻
三
の
三

「
世
を
す
て
人
」
か
ら
の
用
例
に
は
「
そ
の
形
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
と
し
て
、
た

と
へ
ば
鯰
に
目
口
も
な
い
や
う
な
る
も
の
、
あ
れ
こ
そ
迂
詐
（
う
そ
）
の
精

な
れ
」
と
あ
る
。
従
来
の
解
説
書
は
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か

ら
、
こ
の
用
例
を
と
っ
て
、『
敗
毒
散
』
自
体
に
は
目
を
通
し
て
い
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

　「
世
を
す
て
人
」
は
、
隠
者
の
道
を
選
ん
だ
主
人
公
が
色
里
へ
の
思
い
に

か
ら
れ
、
新
町
に
出
か
け
て
様
子
を
眺
め
る
う
ち
、
夜
も
大
層
更
け
た
の
で

揚
屋
の
軒
下
で
睡
り
に
つ
く
と
、
百
鬼
夜
行
と
出
会
い
、
化
け
物
を
引
き
連

れ
る
翁
か
ら
百
鬼
の
正
体
を
教
わ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
先
の
引
用
の
前
に
は
「
そ
の
色
何
と
も
見
わ
け
が
た
く
」
と
あ
り
）
注（

（
注

、
さ
し

絵
を
見
る
と
、
翁
の
傍
に
地
面
に
へ
た
り
こ
ん
だ
「
う
そ
の
精
」
が
描
か
れ

る
。
身
体
は
人
間
で
、
頭
は
目
鼻
の
な
い
ナ
マ
ズ
、
口
は
き
ち
ん
と
描
き
こ

ま
れ
、
人
間
と
同
じ
耳
が
つ
い
て
い
る
。
顔
が
真
っ
白
な
、
一
種
の
の
っ
ぺ
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ら
ぼ
う
で
あ
る
。
こ
ん
な
妖
ナ
マ
ズ
の
ヌ
ル
ヌ
ル
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
も
な

い
形
貌
を
、
作
者
は
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
と
し
て
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
迂

詐 

う
そ
」
と
い
う
の
は
遊
女
が
客
を
手
玉
に
と
る
ウ
ソ
の
こ
と
で
あ
る
。

遊
女
が
手
管
で
つ
く
ウ
ソ
は
、
真
偽
の
程
が
つ
か
み
が
た
く
、
ま
ん
ま
と
客

は
だ
ま
さ
れ
る
の
が
落
ち
で
、
後
で
責
め
て
も
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
か
わ
さ
れ

る
か
ら
、
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
と
し
た
化
物
に
形
象
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ぬ
ら
ぬ
ら
す
る
も
の
の
う
ち
、
ウ
ナ
ギ
や
タ
コ
で
は
な
く
、
な
ぜ

ナ
マ
ズ
に
喩
え
ら
れ
る
の
か
。

　『
日
国
』
で
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
」
の
類
語
を
見
て
い
く
と
、「
ぬ
ら
く
ら
」

の
用
例
に
『
松
翁
道
話
』
五
の
中
よ
り
「
瓢
箪
で
な
ま
ず
お
さ
へ
る
う
そ
の

川
　
押
さ
へ
て
聞
け
ば
と
か
く
ぬ
ら
く
ら
」
の
付
合
が
掲
げ
て
あ
る
。
ウ
ソ

の
皮
を
押
さ
え
て
引
き
剥
が
そ
う
に
も
、
相
手
は
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
逃
れ

て
、
瓢
箪
な
ま
ず
の
よ
う
に
埒
が
あ
か
な
い
。『
敗
毒
散
』
の
例
と
あ
わ
せ
、

ナ
マ
ズ
と
ウ
ソ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
の
「
ひ
ょ
ん
」
は
瓢
に
通
じ
、「
ぬ
ら
り
」
は
ナ
マ
ズ
に

つ
き
も
の
だ
か
ら
、「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
」
と
い
う
語
に
は
、
瓢
箪
な
ま
ず
の

イ
メ
ー
ジ
が
か
ぶ
さ
っ
て
き
て
、「
つ
か
み
が
た
い
」「
と
ら
え
が
た
い
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
客
を
意
の
ま
ま
に
す
る
の
が
商
売
の
、
そ
れ
者
の
ウ
ソ

の
皮
は
つ
か
み
が
た
い
、
ま
る
で
瓢
箪
な
ま
ず
だ
。『
敗
毒
散
』
の
「
形
ぬ

ら
り
ひ
よ
ん
と
し
」
た
ウ
ソ
の
精
が
ナ
マ
ズ
の
よ
う
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ

ん
な
発
想
か
ら
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
か
く
し
て
、
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
は
ウ
ソ
、
更
に
で
ま
か
せ
と
い
う
こ
と
に
も

つ
な
が
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
堕
落
し
た
官
医
が
患
者
の
脈
を
お
さ
え
て
も
、
瓢
箪
で
鯰

を
お
さ
え
る
よ
う
に
、
兎
角
要
領
を
得
ず
出
任
せ
な
診
断
を
申
渡
し
そ
う
だ

と
い
う
寓
意
を
、
石
燕
は
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
図
に
託
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　『
画
図
百
鬼
夜
行
』
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
角
川

ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
鳥
山
石
燕
画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』
お
よ
び
国
書
刊
行
会

刊
『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
高
田
衛
・
稲
田
篤
信
解
説
）
を
使
用
し
た
。「
百
怪

図
巻
」
は
京
極
夏
彦
文
・
多
田
克
己
編
・
解
説
『
妖
怪
図
巻
』（
国
書
刊
行

会
）
に
拠
っ
た
。

注（
注
１
）『
神
道
大
系
神
社
編
四
七
宇
佐
』（
一
九
八
九
年
神
道
大
系
編
纂
会
）
六
三

頁
。
原
漢
文
は
、
た
と
え
ば
国
文
学
研
究
資
料
館
日
本
古
典
籍
総
合
目
録

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
大
和
文
華
館
本
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
山
口
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リY

U
N
O
CA

で
「
八
幡
宇

佐
宮
御
託
宣
集
」
託
宣
・
示
現
年
表
」（
吉
田
真
樹
・
柏
木
寧
子
・
栗
原
剛
・

上
原
雅
文
・
佐
藤
正
英
作
成
）
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）
岩
波
書
店
『
日
本
思
想
大
系
二
〇
寺
社
縁
起
』
一
九
六
頁
。
表
記
は
筆
者

が
改
め
て
い
る
。

（
注
３
）
影
印
は
明
治
三
九
年
吉
川
弘
文
館
版
を
利
用
。

（
注
４
）季
刊「
怪
」第
壱
号
　
一
九
九
八
年
三
月「
絵
解
き
画
図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」
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（
注
５
）
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
五
五
『
風
来
山
人
集
』
二
九
七
頁
　

（
注
６
）『
洒
落
本
大
成
』
六
　
一
四
三
、一
四
五
頁

（
注
７
）
同
書
一
五
二
頁
。
句
読
点
は
筆
者
　

（
注
８
）
陰
陽
道
に
関
す
る
啓
蒙
書
で
も
見
か
け
る
図
像
で
あ
る
が
、
筆
者
は
京
都

府
立
総
合
資
料
館
本
の
河
伯
像
を
カ
ラ
ー
で
掲
載
し
た
『
安
倍
晴
明
と
陰
陽

道
展
』
図
録
（
二
〇
〇
三
年 

読
売
新
聞
大
阪
本
社
発
行 

京
都
文
化
博
物
館
・

郡
山
市
立
美
術
館
・
読
売
新
聞
大
阪
本
社
編
）
を
参
照
し
た
。『
文
肝
抄
』

は
写
本
で
他
に
も
伝
わ
る
。

（
注
９
）『
江
戸
時
代
図
誌
二
五
長
崎
・
横
浜
』（
一
九
七
六
年
筑
摩
書
房
）
口
絵
４

（
注
10
）
村
上
健
司
『
日
本
妖
怪
大
事
典
』（
角
川
書
店
二
〇
〇
五
）　

（
注
11
）
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

を
参
照

（
注
12
）『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
十
八
（
一
九
六
八
年
角
川
書
店
）
に
写
真
版
収
載
。

（
注
13
）『
大
日
本
法
華
経
験
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
元
亨
釈
書
』
で
は
、
寡
婦
が

鐘
ご
と
若
い
僧
（『
元
亨
釈
書
』
に
は
安
珍
と
あ
る
）
を
焼
き
、
骨
も
残
さ

ず
灰
に
し
た
と
あ
る
。『
法
華
験
記
』
下
百
二
九
「
紀
伊
国
牟
婁
郡
悪
女
」

「
即
汲
水
浸
大
鐘
冷
炎
熱
見
僧
皆
悉
焼
尽
骸
骨
不
残
纔
有
灰
塵
矣
」『
今
昔
物

語
集
』
巻
十
四
「
紀
伊
ノ
国
道
成
寺
ノ
僧
写
法
華
救
蛇
語
」「
大
鐘
、
蛇
ノ

毒
熱
ノ
気
ニ
被
焼
テ
炎
盛
也
。
敢
テ
不
可
近
付
ズ
。
然
レ
バ
水
ヲ
懸
テ
鐘
ヲ

冷
シ
テ
鐘
ヲ
取
去
テ
僧
ヲ
見
レ
バ
、
僧
皆
焼
失
テ
骸
骨
尚
シ
不
残
ズ
纔
ニ
灰

許
リ
有
リ
」『
元
亨
釈
書
』
十
九
願
雜
十
之
四
霊
怪
六
「
安
珎
」「
蛇
乃
蟠
圍

鐘
挙
尾
敲
鐘
火
焔
迸
散
寺
衆
集
看
無
爭
如
何
移
時
蛇
去
寺
衆
倒
鐘
見
中
不
見

珎
又
無
骨
只
灰
塵
而
已
」。
万
治
刊
本
『
道
成
寺
物
語
』「
あ
ん
ち
ん
ほ
う
し
、

み
や
う
く
は
の
け
ぶ
り
に
身
を
こ
が
さ
れ
て
、
は
く
こ
つ
ば
か
り
ぞ
、
の
こ

り
け
る
」

（
注
14
）
ア
ニ
メ
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」
に
は
石
燕
画
由
来
の
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
」

が
登
場
す
る
。
し
か
し
ア
ニ
メ
「
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
」
の
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
」

は
最
早
老
人
の
姿
で
は
な
く
、
エ
ン
マ
大
王
に
側
近
と
し
て
仕
え
る
美
形
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
実
写
映
画
「
映
画 

妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
　
空
飛
ぶ
ク

ジ
ラ
と
ダ
ブ
ル
世
界
の
大
冒
険
だ
ニ
ャ
ン
！
」
で
は
、
こ
の
役
を
人
気
俳
優

の
斎
藤
工
が
演
じ
た
。「
少
年
ジ
ャ
ン
プ
」
に
二
〇
〇
八
年
か
ら
一
二
年
に

か
け
て
連
載
さ
れ
た
漫
画
に
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
の
孫
」
が
あ
る
。
単
行
本
は

二
五
巻
あ
り
、
ア
ニ
メ
化
も
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
が

関
東
に
お
け
る
妖
怪
の
任
侠
団
体
「
奴
良
組
」
初
代
総
大
将
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
15
）
多
田
克
己
「
絵
解
き
画
図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」（「
季
刊 

怪
」
第
弐
号 

一
九
九
八
年
五
月
）

（
注
16
）
岩
波
文
庫
『
近
世
風
俗
志
』（
五
）
二
二
三
頁

（
注
17
）
医
師
乗
物
に
つ
い
て
は
、
中
条
流
の
女
町
医
師
の
乗
物
で
は
あ
る
が
、『
江

戸
名
物
鹿
子
』（
享
保
十
八 

豊
嶋
治
左
衛
門
・
弥
右
衛
門
撰
）
の
上
巻
二
三

裏
に
図
が
あ
る
。『
守
貞
謾
稿
』・『
画
図
百
鬼
』
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
図
の
も
の

と
見
合
わ
せ
、
三
者
と
も
江
戸
医
師
乗
物
と
見
て
よ
い
。

（
注
18
）『
閑
際
筆
記
』
は
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
十
七
、『
塵
塚
談
』
は
明
治
四
十

年
版
『
燕
石
十
種
』
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。
小
川
二
十
歳
頃
と
あ
る
部
分
、

三
十
歳
頃
と
す
る
本
も
あ
る
。『
燕
石
十
種
』
通
り
だ
と
宝
暦
年
間
、
三
十

歳
だ
と
明
和
年
間
の
こ
と
と
な
る
。

（
注
19
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
八 

見
聞
記
編
（
三
一
書
房 

一
九
六
九
）
の

六
八
七
頁

（
注
20
）『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
巻
一
四
所
収
「
お
医
者
様
の
話
」
に
井
上
交
泰
院

方
正
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
る
。
宝
暦
七
年
六
月
二
八
日
の
こ
と
、
歌
舞
伎
役

者
大
谷
広
治
の
病
が
膏
肓
に
入
っ
て
、
名
だ
た
る
医
師
の
治
療
も
か
な
わ
ぬ
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と
こ
ろ
へ
、
方
正
が
城
か
ら
退
出
し
た
帰
り
に
診
療
に
寄
っ
た
。
し
か
し
脈

を
み
た
あ
と
、
方
正
は
「
中
々
薬
師
如
来
出
現
し
給
ふ
共
、
本
服
不
可
有
。

無
是
非
仕
合
か
な
。
今
日
中
は
可
過
ら
ず
。
惜
し
い
役
者
を
今
日
殺
す
。
け

ふ
は
い
か
な
る
悪
日
ぞ
や
」
と
広
治
の
声
色
を
使
い
な
が
ら
帰
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
馬
場
文
耕
の
『
頃
日
全
書
』
か
ら
引
か
れ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
「
き

た
ひ
の
う
わ
き
医
師
、
年
は
七
十
に
及
で
、
か
ゝ
る
事
は
人
品
の
そ
こ
ね
し

事
也
。
町
人
の
病
気
に
ひ
た
と
見
廻
、
座
敷
へ
茶
子
を
手
づ
か
み
に
し
て
喰

い
な
が
ら
駕
籠
に
乗
る
な
ど
、
さ
つ
て
は
下
卑
の
不
信
仰
た
つ
と
い
へ
共
、

時
に
逢
ふ
と
い
ふ
べ
し
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
鳶
魚
が
『
享
延
暦
世

説
』
か
ら
紹
介
す
る
寛
延
四
年
の
落
書
に
方
正
は
「
豆
腐
」
に
喩
え
て
揶
揄

さ
れ
て
い
る
。
石
燕
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
図
の
背
景
に
雪
を
か
ぶ
っ
た
笹
が

描
か
れ
て
い
て
、
江
戸
で
笹
の
雪
と
い
え
ば
豆
腐
だ
か
ら
、
石
燕
の
ぬ
ら
り

ひ
ょ
ん
は
井
上
方
正
法
印
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
画
図
百

鬼
』
刊
行
時
点
で
は
、
明
和
元
年
に
崩
じ
た
方
正
を
次
男
の
玄
高
が
継
い
で

い
た
。
服
部
敏
良
著
の
「
江
戸
幕
府
の
医
官
譜
」
に
よ
る
と
、
こ
の
人
は
安

永
元
年
か
ら
寄
合
医
か
ら
奥
医
師
に
出
世
し
て
い
る
。

（
注
21
）
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
五
『
浮
世
草
子
集
』
七
九
、八
〇
頁
。

　
　
　『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
を
引
く
と
、『
西
鶴
五
百
韻
』

か
ら
「
秋
の
霜
し
ろ
ひ
男
は
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
の
例
が
出
て
い
る
。
霜
に
ま

ぎ
れ
て
見
分
け
が
た
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
化
物
づ
く
し
」「
百
怪
図
巻
」

や
石
燕
の
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
に
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、

そ
の
点
で
は
西
鶴
句
や
『
敗
毒
散
』
の
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
が
表
す
も
の
と

異
な
る
。
後
述
の
通
り
、「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
の
語
に
は
「
つ
か
み
が
た
い
」

「
と
ら
え
が
た
い
」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、妖
怪
絵
巻
や
石
燕
が
描
く
も
の
は
、

正
体
と
ら
え
が
た
く
、
神
出
鬼
没
で
あ
る
と
い
う
ま
で
で
あ
ろ
う
。


