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「
僧
侶
」
は
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
に
執
筆
さ
れ
、
同
年
四
月
、

『
ユ
リ
イ
カ
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
吉
岡
実
は
第
三

詩
集
『
僧
侶
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
僧
侶
」
以
外
の
十
八
篇
を

書
い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
篇
、
「
苦
力
」
を
吉
岡
が
谷
川
温
泉
宿
で

(
1
)
 

一
夜
に
し
て
完
成
さ
せ
た
と
い
う
エ
ビ
ソ
ー
ド
は
、
「
苦
力
」
の
作
品
世

界
が
既
に
吉
岡
の
内
部
で
充
分
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

最
初
に
執
筆
さ
れ
発
表
さ
れ
た
「
僧
侶
」
を
基
盤
と
し
て
、
詩
集
『
僧
侶
』

の
世
界
が
吉
岡
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
今
回
は
触
れ
な
い
が
「
「
僧
侶
」

は
形
の
上
で
も
そ
れ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
色
の
残
る
口
語
自
由
詩
と
は
一

(
2
)
 

線
を
劃
す
る
、
方
法
的
に
は
る
か
に
自
覚
的
な
詩
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る

よ
う
に
、
吉
岡
詩
作
品
の
変
遷
を
論
じ
る
上
で
「
僧
侶
」
は
重
要
な
作
品

だ
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
詩
集
『
僧
侶
』
の
中
で
も
「
僧
侶
」
は
、
「
他
の
詩
に
較
べ
れ

(
3
)
 

ば
絵
巻
き
的
で
あ
り
絵
画
的
」
と
の
評
言
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
じ
め
に

吉
岡
実

『
僧
侶
』
の
時
期
の
詩
作
品
は
、
従
来
の
作
品
の
「
視
覚
性
と
い
う
か
外

(
4
)
 

側
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
感
覚
」
が
次
第
に
薄
れ
、
「
フ
レ
ー
ム
が
内
側

(
5
)
 

か
ら
崩
さ
れ
て
い
」
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
あ
る
程
度
の
評
価
が
為
さ
れ

て
い
る
が
、
吉
岡
の
詩
作
品
を
論
じ
る
に
は
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
「
僧
侶
」
を
本
文
に
沿
っ
て
読
み
解
い
て
い
き
、
「
僧
侶
」

が
創
り
上
げ
る
世
界
を
考
え
た
い
と
思
う
。

四
人
の
僧
侶
の
う
ち
一
人
が
殺
さ
れ
た
理
由

「
僧
侶
」
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
1
¥
9
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。

1
で
は

一
人
の
僧
侶
が
「
殺
さ
れ
る
」
顛
末
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

僧
侶
は
最
後
ま
で
「
死
ん
だ
」
者
と
し
て
描
か
れ
続
け
る
。

9
の
最
後
の

部
分
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
も
う
一
度
死
ぬ
こ
と

に
な
る
。
こ
の
「
殺
さ
れ
」
た
僧
侶
は
、
「
僧
侶
」
作
品
内
で
最
大
の
謎

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
度
死
ぬ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ
れ

か
ら
一
度
目
の
死
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

叶

四
人
の
僧
侶
が
住
ん
で
い
る
場
所

「
僧
侶
」

試
論

真

紀
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ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
、

1
の
四
行
目
の
「
棒
の
形
」
で
あ
る
。
こ

の
「
棒
の
形
」
が
示
し
て
い
る
も
の
は
四
人
の
僧
侶
た
ち
の
男
根
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
棒
の
形
／
憎
し
み
も
な
し
に
／
若
い
女
を
叩
く
」
と
い
う
四

S

六
行
目
は
、
「
四
人
の
僧
侶
」
た
ち
が
「
若
い
女
」
を
犯
し
て
い
る
場
面

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
若
い
女
」
を
折
檻
し
て
い
る
道
具
が
「
棒
」
で
あ

る
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
棒
の
形
」
と
書
か
れ

て
い
る
。

ま
た
、
三
行
目
の
「
と
き
に
黒
い
布
を
巻
き
あ
げ
る
」
の
部
分
か
ら
も
、

彼
ら
が
「
若
い
女
」
を
輪
姦
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

「
黒
い
服
」
は
も
ち
ろ
ん
、
僧
服
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
庭
園
を
そ

ぞ
ろ
歩
」
い
て
い
る
際
に
「
若
い
女
」
を
見
つ
け
、
自
分
の
手
で
筒
状
の

「
黒
い
」
僧
服
の
裾
を
「
巻
き
あ
げ
」
、
性
器
を
「
棒
の
形
」
に
固
く
変
形

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
 

三
好
豊
一
郎
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
行
為
は
空
に
飛
び
交

い
始
め
た
「
こ
う
も
り
が
叫
ぶ
」
夕
刻
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ

の
行
為
は
「
若
い
女
」
が
「
こ
う
も
り
」
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
不
吉
な
叫

び
声
を
あ
げ
る
ほ
ど
残
酷
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

で
は
何
故
、
同
じ
よ
う
に
「
若
い
女
」
を
輪
姦
し
た
他
の
三
人
が
「
殺

さ
れ
」
ず
、
一
人
だ
け
が
「
殺
さ
れ
」
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
僧
侶

た
ち
は
四
人
と
も
全
く
同
じ
行
動
を
と
っ
た
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

や
は
り
「
殺
さ
れ
」
た
一
人
は
、
他
の
三
人
と
違
う
行
動
を
し
た
に
違
い

な
い
。
八
ー
十
行
目
「
一
人
は
食
事
を
作
る
／
一
人
は
罪
人
を
探
し
に
ゆ

<
／
一
人
は
自
潰
」
か
ら
、
事
件
後
、
「
殺
さ
れ
」
な
か
っ
た
三
人
の
僧

侶
た
ち
は
日
常
生
活
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
十
行
目
の
僧
侶
の
行
動
が
「
殺
さ
れ
」
た
僧
侶
を
考
え
る
上
で

大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。
十
行
目
の
僧
侶
は
「
若
い
女
」
を
犯
し

た
直
後
に
も
関
わ
ら
ず
「
自
潰
」
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
若
い
女
」

を
犯
す
行
為
で
は
彼
の
性
欲
は
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
常
生
活
に
す
ん
な
り
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
た
三
人
に
と
っ
て

「
若
い
女
」
を
輪
姦
し
た
こ
と
は
肉
体
的
快
楽
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
「
殺
さ
れ
」
た
僧
侶
が
他
の
三
人
と
違
っ

て
い
た
点
は
「
若
い
女
」
を
犯
し
た
時
に
肉
体
的
快
楽
を
得
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
殺
さ
れ
た
」
僧
侶
は
、
一
人
だ

け
単
に
「
若
い
女
」
を
犯
し
た
の
で
は
な
く
「
若
い
女
」
に
射
精
し
て
し

ま
い
、
肉
体
的
快
楽
を
得
た
の
で
あ
る
。

本
来
、
聖
職
者
で
あ
る
僧
侶
は
快
楽
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
身
で
あ
る
。

そ
の
僧
侶
が
「
若
い
女
に
殺
さ
れ
」
た
と
い
う
の
は
、
「
若
い
女
」
の
肉

体
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
に
身
を
委
ね
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
若
い
女
」
に
生
命
を
奪
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
僧
侶
」
と
し
て
の
存
在

意
義
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
僧
侶
の
世
界
で
あ
り
、

そ
の
世
界
の
中
で
「
僧
侶
」
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
、
四
人
の

僧
侶
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
快
楽
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
「
若
い
女
」
を

犯
し
た
四
人
の
僧
侶
た
ち
に
自
分
の
身
が
汚
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う

な
罪
の
意
識
は
か
け
ら
も
な
い
。
「
酒
」
や
「
飽
食
の
た
め
肥
」
る
よ
う

な
禁
欲
的
と
は
正
反
対
の
僧
侶
た
ち
の
食
生
活

(
3
)
か
ら
も
指
摘
で
き

る
よ
う
に
、
快
楽
に
浸
り
き
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
快
楽
に
よ
っ
て
彼
ら
が
僧
侶
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
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こ
の
四
人
の
僧
侶
が
生
活
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
ろ
う
か
。

四
人
の
僧
侶
た
ち
の
住
む
場
所
が
想
像
で
き
る
個
所
を
作
品
中
か
ら
列
挙

す
る
と
、

①
庭
園
を
そ
ぞ
ろ
歩
き

(
1
)

②
深
夜
の
人
里
か
ら
押
し
よ
せ
る
分
娩
の
洪
水

(
2
)

③
美
し
い
璧
と
天
井
張
り
／
そ
こ
に
穴
が
あ
ら
わ
れ

(
2
)

④
一
人
は
森
へ
鳥
の
姿
で
か
り
う
ど
を
迎
え
に
ゆ
<
/
一
人
は
川
へ
魚
の

四
人
の
僧
侶
が
住
ん
で
い
る
場
所

う
。
何
故
な
ら
、
自
分
以
外
の
誰
か
に
、
僧
侶
た
ち
の
生
活
が
快
楽
で
あ

る
と
断
言
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
四
人
の
僧
侶
が
「
朝
の
苦

行
に
出
か
け
る
」
場
面
を
想
起
さ
れ
た
い
。
「
死
ん
」
で
い
な
い
三
人
の

僧
侶
た
ち
は
「
鳥
」
、
「
魚
」
、
「
馬
」
の
「
姿
」
に
変
身
し
て
「
苦
行
に
出

か
け
る
」

(
4
)
。
確
か
に
、
い
つ
「
か
り
う
ど
」
に
撃
ち
落
と
さ
れ
る
か

わ
か
ら
な
い
し
、
も
し
か
し
た
ら
「
女
中
」
に
捕
ま
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

「
殺
数
の
道
具
」
は
非
常
に
重
い
荷
物
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
普
段

と
違
う
姿
に
な
っ
て
味
わ
う
ス
リ
ル
や
、
た
だ
「
鐘
を
う
つ
」
こ
と
し
か

で
き
な
い
「
死
ん
だ
」
僧
侶
に
対
す
る
優
越
感
は
、
快
楽
以
外
の
何
物
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
三
人
の
僧
侶
た
ち
は
揃
っ
て
、
こ
れ
は
苦

行
で
あ
る
と
重
々
し
い
口
調
で
言
う
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
快
楽
で
あ

る
と
い
う
証
拠
が
見
つ
か
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
「
殺
さ

れ
」
た
僧
侶
は
射
精
と
い
う
肉
体
的
快
楽
の
証
拠
と
な
る
よ
う
な
行
動
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

姿
で
女
中
の
股
を
の
ぞ
き
に
ゆ
<
/
一
人
は
街
か
ら
の
馬
の
姿
で
殺
数

の
器
具
を
積
ん
で
く
る
／
一
人
は
死
ん
で
い
る
の
で
鐘
を
う
つ

(
4
)

⑤
畑
で
種
子
を
播
く

(
5
)

⑥
非
常
に
高
い
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
り

(
5
)

⑦
井
戸
の
ま
わ
り
に
か
が
む

(
6
)

⑧
洗
い
き
れ
ぬ
月
経
帯
／
三
人
が
か
り
で
し
ぼ
り
だ
す
／
気
球
の
大
き
さ

の
シ
ー
ツ

(
6
)

⑨
雨
の
な
か
の
塔
の
上
に

(
6
)

⑩
石
垣
の
向
う
で
咳
を
す
る

(
8
)

⑪
固
い
胸
当
の
と
り
で
を
出
る

(
9
)

⑫
世
界
よ
り
一
段
高
い
所
で

(
9
)

以
上
、
十
二
個
所
挙
げ
ら
れ
る
。

僧
侶
た
ち
が
住
ん
で
い
る
の
は
、
庭
園
付
き
の
僧
院
（
①
）
で
、
周
り

は
石
垣
で
囲
ま
れ
て
い
る
（
⑩
）
。
僧
院
の
敷
地
内
に
は
、
鐘
つ
き
場
や

井
戸
、
高
い
塔
、
と
り
で
が
あ
る
（
④
⑦
⑨
⑪
）
。
石
垣
の
外
に
は
畑
が

あ
り
（
⑤
）
、
開
墾
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
②
）
そ
の
土
地
は
わ
ず
か
で
、

大
き
な
森
が
僧
院
を
中
心
と
す
る
村
を
取
り
巻
い
て
い
る
（
④
）
。
そ
の

森
の
中
の
高
い
木
に
は
、
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
ブ
ラ
ン
コ
が
取
り
付
け
ら
れ

て
い
る
（
⑤
）
。
こ
の
村
は
街
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
森
の
中
を
流
れ

る
川
の
流
れ
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
（
⑥
)
、
そ
の
街
に
行
け
る
の
だ
が
、
馬

に
乗
っ
て
も
丸
一
日
は
か
か
る
距
離
で
あ
る
（
④
）
。

一
見
、
「
僧
侶
」
で
描
か
れ
る
世
界
は
我
々
の
住
む
世
界
と
何
ら
変
わ

り
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
世
界
は
時
々
、
我
々
の
世
界
と
は

か
け
離
れ
た
現
象
が
起
こ
る
。
深
夜
、
僧
院
を
羊
水
が
浸
し
（
②
）
、
僧
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院
の
部
屋
の
「
美
し
い
壁
と
天
井
張
り
」
に
は
「
穴
」
が
あ
<
(
③
)
。

ま
た
、
「
洗
い
き
れ
」
な
い
ほ
ど
大
き
く
て
、
「
三
人
が
か
り
」
で
な
い
と

「
し
ぼ
り
だ
す
」
こ
と
も
で
き
な
い
「
月
経
帯
」
と
「
気
球
」
ほ
ど
の

「
大
き
さ
の
シ
ー
ツ
」
を
僧
侶
た
ち
は
洗
濯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
⑧
)
。

こ
の
よ
う
に
僧
侶
た
ち
が
住
む
世
界
を
見
て
い
く
と
、
「
僧
侶
」
作
品

世
界
で
は
前
面
に
現
れ
て
こ
な
い
も
う
一
人
の
人
物
の
存
在
が
浮
か
ん
で

く
る
。
そ
の
人
物
と
は
、
巨
大
な
「
月
経
帯
」
を
使
う
女
で
あ
る
。
こ
の

女
の
巨
大
さ
は
③
か
ら
も
伺
え
る
だ
ろ
う
。
「
美
し
い
壁
と
天
井
張
り
」

に
あ
い
た
「
穴
」
は
、
女
の
陰
部
な
の
で
あ
る
。
こ
の
女
の
下
半
身
だ
け

が
「
僧
侶
」
作
品
世
界
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
女
の
全
身

が
巨
大
で
あ
る
か
想
像
で
き
る
。
女
は
僧
院
や
僧
院
を
取
り
巻
く
村
、
森
、

街
よ
り
も
大
き
い
。
「
僧
侶
」
作
品
世
界
は
、
女
の
薄
暗
く
湿
っ
た
股
の

間
に
存
在
し
て
い
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
こ
の
女
は
「
月
経
帯
」
を
使
い
、
「
分

娩
」
も
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
巨
大
な
女
は
、
生
殖
能
力
の
あ
る
若
い
女

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

四
人
の
僧
侶
た
ち
の
行
動

こ
こ
か
ら
は
四
人
の
僧
侶
た
ち
が
、
女
の
股
の
間
の
世
界
で
ど
の
よ
う

な
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

2
は
四
人
の
僧
侶
た
ち
が
「
務
め
」
を
行
な
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

1
で
「
若
い
女
」
を
輪
姦
し
た
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
る
私
た
ち
は
、

2

で
僧
侶
ら
し
い
「
務
め
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
全
く
期
待
し
て
は
い
な
い
。

そ
の
予
想
通
り
、
彼
ら
の
「
務
め
」
は
「
聖
人
形
を
お
ろ
し
／
傑
に
牝
牛

を
掲
げ
／
一
人
が
一
人
の
頭
髪
を
剃
り
／
死
ん
だ
一
人
が
祈
祷
し
／
他
の

一
人
が
棺
を
つ
く
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
四
人
の
僧
侶

全
員
が
、
死
に
関
係
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
三
、

四
行
目
「
聖
人
形
を
お
ろ
し
／
傑
に
牝
牛
を
掲
げ
」
る
の
は
、
生
け
贄
を

捧
げ
る
行
為
で
あ
る
し
、
「
頭
髪
を
剃
る
」
の
は
成
長
の
証
で
あ
る
毛
髪

を
刈
り
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
祈
祷
」
す
る
の
は
「
死

ん
だ
」
僧
侶
で
あ
り
、
残
る
一
人
の
僧
侶
は
死
者
を
安
置
す
る
「
棺
」
を

作
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
禍
々
し
い
「
務
め
」
を
行
な
っ
て
い
る
時
に
、
八
行
目
の

「
深
夜
の
人
里
か
ら
押
し
よ
せ
る
分
娩
の
洪
水
」
が
起
こ
る
。
「
分
娩
」
と

示
さ
れ
る
も
の
の
、
決
し
て
新
生
児
は
現
わ
れ
な
い
。
十
二
、
十
三
行
目

に
「
そ
こ
に
穴
が
あ
ら
わ
れ
／
雨
が
ふ
り
だ
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
、

羊
水
が
僧
院
を
浸
す
の
み
で
あ
る
。
巨
大
な
女
の
出
産
は
、
四
人
の
僧
侶

が
行
な
う
不
吉
な
「
務
め
」
に
よ
っ
て
正
常
に
為
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

2
に
お
い
て
、
巨
大
な
女
が
出
産
し
た
新
生
児
に
つ
い
て
は
後

に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

次
の

3
で
は
、
四
人
の
僧
侶
の
夕
食
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
―
―
-
、
四
行

目
「
手
の
な
が
い
一
人
が
フ
ォ
ー
ク
を
配
る
／
い
ぼ
の
あ
る
一
人
の
手
が

酒
を
注
ぐ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
僧
侶
た
ち
の
外
見
が
描
写
さ
れ
る
。

作
品
中
、
彼
ら
の
外
見
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

3
だ
け

と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
十
二
、
十
三
行
目
で
も
「
二
人
は
飽
食
の
た

め
肥
り
／
二
人
は
創
造
の
た
め
や
せ
ほ
そ
り
」
と
体
型
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
飽
食
の
た
め
肥
」
っ
た
二
人
は
、
肉
と
酒
と
い
う
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決
し
て
質
素
で
は
な
い
食
事
の
残
り
滓
を
歯
に
つ
け
た
ま
ま
、
お
く
び
を

出
し
、
「
創
造
の
た
め
や
せ
ほ
そ
っ
た
」
二
人
は
、
空
腹
に
よ
る
胃
酸
過

多
の
口
臭
を
吐
き
散
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
四
人
の
僧

侶
た
ち
は
、
外
見
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
醜
さ
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ

る。
こ
の
醜
い
僧
侶
た
ち
が
「
食
卓
に
つ
」
き
、
し
て
い
る
こ
と
と
は
「
飽

食
」
と
「
創
造
」
で
あ
る
。
「
創
造
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
五
行
目
以
降
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
他
の
二
人
は
手
を
み
せ
ず
／
今
日
の
猫

と
／
未
来
の
女
に
さ
わ
り
な
が
ら
／
同
時
に
両
方
の
ボ
デ
ー
を
具
え
た
／

毛
深
い
像
を
二
人
の
手
が
造
り
上
げ
る
」
。
こ
の
個
所
に
は
「
手
」
と
い

う
文
字
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
。
吉
岡
自
身
、
「
私
の
詩
の
な
か
で
、

〈
手
〉
と
〈
掌
〉
と
い
う
文
字
を
探
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
筈
で

あ
る
。
そ
れ
は
私
が
意
識
的
に
、
そ
れ
ら
の
文
字
を
避
け
て
き
た
か
ら
で

(
7
)
 

あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
〈
手
〉
は
こ
れ
か
ら
も
必
然
性
が
あ
れ
ば
使

(
8
)
 

う
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
僧
侶
た
ち
に
「
手
」
で
「
創
造
」
さ
せ

る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
人
の
僧
侶
た
ち
が
「
創
造
」
し
て
い
る
の
は
、
「
毛
深
い
像
」
で
あ

る
。
こ
の
像
は
「
猫
」
と
「
女
」
、
両
方
の
肉
体
を
「
同
時
に
」
具
え
て

お
り
、
毛
の
あ
る
部
分
は
よ
り
濃
く
、
腰
か
ら
太
股
に
か
け
て
の
ラ
イ
ン

は
よ
り
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、
「
同
時
に
」
と
い
う
単
語
は
、
一

行
前
の
「
さ
わ
り
な
が
ら
」
を
受
け
、
次
の
九
行
目
、
「
造
り
上
げ
る
」

に
か
か
っ
て
い
る
。
猫
で
あ
り
女
で
も
あ
る
「
毛
深
い
像
」
の
肉
体
の
感

触
を
「
手
」
に
感
じ
な
が
ら
、
「
創
造
」
と
い
う
行
為
に
勤
し
ん
で
い
る
。

こ
の
感
触
を
強
調
し
た
い
が
故
に
、
「
手
」
と
い
う
文
字
を
繰
り
返
し
用

(
9
)
 

い
た
の
だ
ろ
う
。

4
は
四
人
の
僧
侶
が
「
朝
の
苦
行
に
出
か
け
る
」
場
面
で
あ
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
、
「
死
ん
」
で
い
な
い
三
人
の
僧
侶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鳥
」
、

「
魚
」
、
「
馬
」
の
「
姿
」
に
な
っ
て
「
苦
行
」
を
行
な
う
。
「
死
ん
だ
」
僧

侶
は
、
「
死
ん
で
」
い
る
と
い
う
理
由
の
た
め
、
「
鐘
を
う
つ
」
だ
け
で
あ

る
。
僧
侶
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
る
と
、
変
身
能
力
ま
で
奪
わ
れ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
僧
侶
た
ち
が
僧
侶
で
な
く
な
る
こ
と

に
恐
怖
し
、
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
「
殺
さ
れ
る
」
こ
と
と
同
じ
だ

と
考
え
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

5
は
四
人
の
僧
侶
た
ち
が
「
畑
で
種
子
を
播
く
」
場
面
で
あ
る
。
続
く

「
中
の
一
人
が
誤
つ
て
／
子
供
の
臀
に
蕪
を
供
え
る
／
驚
愕
し
た
陶
器
の

顔
の
母
親
の
口
が
／
赫
い
泥
の
太
陽
を
沈
め
た
」
の
四
行
に
は
、
四
人
の

僧
侶
た
ち
が
母
子
を
凌
辱
し
た
後
、
殺
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
四
人

の
僧
侶
の
「
中
の
一
人
」
は
「
子
供
」
で
あ
る
少
年
を
、
お
そ
ら
く
少
女

と
見
「
誤
つ
，
て
」
、
彼
の
臀
部
で
僧
侶
た
ち
は
欲
望
を
満
た
し
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
「
子
供
」
が
少
年
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
の
は
、
「
臀
」
と
い

う
単
語
か
ら
で
あ
る
。
後
に
、
吉
岡
は
「
サ
フ
ラ
ン
摘
み
」
で
、
少
年
が

四
つ
ん
ば
い
に
な
り
、
割
れ
た
尻
を
突
き
出
し
て
い
る
場
面
を
描
い
て
い

(11) 
る
。
吉
岡
に
と
っ
て
、
少
年
と
臀
部
と
い
う
二
つ
は
切
り
離
せ
な
い
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
、
次
の
「
供
え
る
」
と
い
う
言
葉

は
、
「
子
供
」
を
死
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
母
親
は
、
驚
愕
の
叫
び
で
口
を
開
け
た
ま
ま

絶
命
す
る
。
母
親
の
顔
は
血
の
気
が
失
せ
て
、
陶
器
の
よ
う
に
白
く
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
死
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
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母
親
の
口
は
ど
ろ
り
と
し
た
真
っ
赤
な
血
を
吐
い
て
お
り
、
血
と
赤
土
が

交
じ
り
合
っ
て
ぬ
か
る
ん
だ
地
面
に
母
親
の
顔
は
半
分
埋
も
れ
、
口
に
は

泥
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
生
命
の
象
徴
と
も
い
え
る
「
太
陽
」
が
「
沈
め
」

ら
れ
た
と
い
う
個
所
か
ら
も
、
母
親
は
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
だ
ろ
う
。

母
子
を
殺
し
た
僧
侶
た
ち
の
次
の
行
動
は
、
「
非
常
に
高
い
ブ
ラ
ン
コ

に
乗
り
／
三
人
が
合
唱
し
て
い
る
」
。
「
非
常
に
高
い
」
所
に
作
ら
れ
た
ブ

ラ
ン
コ
と
あ
る
の
で
、
こ
の
ブ
ラ
ン
コ
は
森
の
中
の
背
の
高
い
木
に
取
り

付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
太
陽
が
沈
み
、
暗
い
森
の
中
で
ブ
ラ
ン
コ

に
乗
り
な
が
ら
、
僧
侶
た
ち
は
歌
う
。
二
行
前
の
「
沈
め
た
」
と
い
う
言

葉
の
響
き
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
僧
侶
た
ち
が
歌
う
の
は
、
魂
を
鎮
め
る
歌
、

レ
ク
イ
エ
ム
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
僧
侶
た
ち
に
凌
辱
さ
れ
、
殺

さ
れ
た
子
供
が
遊
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
、
彼
ら
は

合
唱
す
る
。
何
と
い
う
死
者
へ
の
冒
涜
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
僧
侶
た
ち

の
歌
は
不
協
和
音
に
な
っ
て
お
り
、
完
璧
な
レ
ク
イ
エ
ム
を
歌
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
九
、
十
行
目
で
「
死
ん
だ
一
人
は
／
巣
の
か
ら
す
の
深
い
咽

喉
の
中
で
声
を
出
す
」
と
続
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
し

わ
が
れ
た
声
し
か
出
せ
ず
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
乱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
う
え
「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
、
巣
の
中
の
か
ら
す
の
よ
う
に
、
一
人
、
枝

の
上
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
。
「
死
ん
」
で
い
る
と
い
う
理
由
で
、
彼
は

プ
ラ
ン
コ
に
も
乗
せ
て
も
ら
え
な
い
の
だ
。

加
え
て
、
黒
い
僧
服
を
身
に
付
け
て
い
る
僧
侶
が
、
外
見
上
の
理
由
か

ら
「
か
ら
す
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
こ
で
は

「
桔
い
」
と
「
太
陽
」
と
い
う
言
葉
の
繋
が
り
で
「
か
ら
す
」
が
導
き
出

さ
れ
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
太
陽
」

は
「
赤
鶉
」
も
し
く
は
「
赤
烏
」
と
い
う
別
名
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
、
十
行
目
に
登
場
す
る
動
物
は
「
か
ら
す
」
に
決
定
さ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
言
葉
遊
び
と
も
呼
べ
る
吉
岡
の
言
語
感
覚
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
吉
岡
の
持
つ
言
語
感
覚
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

6
は
四
人
の
僧
侶
が
、
「
井
戸
の
ま
わ
り
に
か
が
」
ん
で
、
洗
濯
を
し

て
い
る
場
面
で
あ
る
。

6
を
一
読
し
て
、
ま
ず
不
思
議
に
思
う
の
は
、
洗

濯
を
し
て
い
る
場
所
が
「
井
戸
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
4
の
四

行
目
を
思
い
出
し
て
頂
き
た
い
。
「
一
人
は
川
へ
魚
の
姿
で
女
中
の
股
を

の
ぞ
き
に
ゆ
く
」
と
あ
る
。
こ
の
「
女
中
」
が
「
川
」
で
洗
潅
を
し
て
い

る
洗
濯
女
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

6
で
疑
問
な
の
は
、

近
く
に
洗
潅
で
き
る
「
川
」
が
あ
る
の
に
、
何
故
、
「
井
戸
」
で
僧
侶
た

ち
は
洗
濯
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
「
井
戸
」
の

水
は
飲
料
用
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
井

戸
」
で
洗
っ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
三
＼
六
行
目
に
「
洗
潅
物
は
山
羊

の
陰
嚢
／
洗
い
き
れ
ぬ
月
経
帯
／
三
人
が
か
り
で
し
ぼ
り
だ
す
／
気
球
の

大
き
さ
の
シ
ー
ツ
」
と
あ
る
。
「
月
経
帯
」
な
ど
洗
濯
物
は
汚
物
に
ま
み

れ
て
い
る
。
そ
の
月
経
の
混
じ
っ
た
水
を
僧
侶
た
ち
は
飲
料
水
に
し
て
い

る
の
だ
。

先
に
述
べ
た
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
「
洗
濯
物
」
に
つ
い
て
見
て
い
く

と
、
「
月
経
帯
」
は
「
山
羊
の
陰
嚢
」
か
ら
で
き
て
お
り
、
「
洗
い
き
れ
ぬ
」

ほ
ど
大
き
い
。
五
行
目
の
「
三
人
が
か
り
で
し
ぼ
り
だ
す
」
は
四
行
目
、

六
行
目
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
レ
ー
ズ
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
六
行
目

に
「
気
球
の
大
き
さ
の
シ
ー
ツ
」
と
大
き
さ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
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こ
と
か
ら
、
数
の
多
さ
で
は
な
く
、
「
洗
い
き
れ
ぬ
」
ほ
ど
大
き
い
「
月

経
帯
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
五
行
目
の
「
し
ぼ
り
だ
す
」
に
注
目

す
る
と
、
二
行
前
の
「
陰
嚢
」
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
陰
嚢

と
は
精
子
を
産
す
る
睾
丸
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
た
ち
が
全
身
の
カ

を
こ
め
て
「
し
ぼ
り
だ
」
し
て
い
る
の
は
、
一
体
、
月
経
な
の
か
精
液
な

の
か
、
一
瞬
混
乱
し
て
し
ま
う
。
ま
る
で
、
二
色
の
水
滴
が
「
洗
濯
物
」

か
ら
滴
り
落
ち
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
男
性
特
有
の
生
殖
腺
を
女
性

性
器
に
あ
て
が
っ
て
使
う
巨
大
な
女
は
、
あ
る
一
定
の
期
間
だ
け
と
は
い

え
、
両
性
具
有
の
存
在
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

続
く
―
一
行
は
、
「
死
ん
だ
一
人
が
か
つ
い
で
干
し
に
ゆ
く
／
雨
の
な
か

の
塔
の
上
に
」
と
6
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
せ
っ
か
く
洗
っ
た
「
洗
濯
物
」

を
「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
、
雨
の
降
る
な
か
、
干
し
に
行
く
。

5
と
同
様
、

「
死
ん
だ
」
僧
侶
の
行
為
は
、
他
の
僧
侶
た
ち
の
調
和
を
乱
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
人
で
行
動
す
る
「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
、
他
の
三
人
か
ら
苛
め
ら

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

7
で
は
、
「
死
ん
だ
」
僧
侶
が
、
ま
る
で
苛
め
ら
れ
っ
子
の
よ
う
な
立

場
に
あ
る
こ
と
を
顕
著
に
示
す
場
面
が
出
て
く
る
。
五

S
七
行
目
の
「
一

人
は
死
ん
で
い
る
の
で
／
他
の
者
に
か
く
れ
て
／
三
人
の
記
録
を
つ
ぎ
つ

ぎ
に
焚
く
」
と
い
う
個
所
で
あ
る
。
他
の
三
人
が
書
い
た
も
の
を
焚
い
て

し
ま
う
行
為
だ
け
で
も
仕
返
し
じ
み
て
い
る
が
、
こ
っ
そ
り
「
か
く
れ
て
」

仕
返
し
す
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
苛
め
ら
れ
っ
子
ら
し
い
行
動
で
あ
る
。

「
死
ん
だ
」
僧
侶
が
焼
き
捨
て
た
「
記
録
」
の
内
容
は
、
二
＼
四
行
目

の
「
一
人
は
寺
院
の
由
来
と
四
人
の
来
歴
を
書
く
／
一
人
は
世
界
の
花
の

女
王
達
の
生
活
を
書
く
／
一
人
は
猿
と
斧
と
戦
車
の
歴
史
を
書
く
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
初
め
の
一
人
は
宗
教
に
つ
い
て
書
き
、
二
人
目
は
世
俗

に
つ
い
て
書
く
。
三
人
目
は
戦
争
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
類
に
つ
い
て
書

い
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
僧
侶
た
ち
が
書
い
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
、
僧
侶
た
ち
の
世
界
に
つ
い
て
で
あ
る
。
僧
侶
た
ち
の
創
造
す
る
世
界

が
生
ま
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
の
に
、
そ
の
世
界
を
云
九
ん
だ
」

僧
侶
は
、
立
ち
上
が
る
端
か
ら
次
々
に
叩
き
潰
し
て
い
く
。
こ
こ
で
も
、

「
死
ん
だ
」
僧
侶
は
、
他
の
三
人
の
僧
侶
た
ち
の
調
和
を
乱
し
て
い
る
。

「
死
ん
」
で
い
な
い
三
人
の
僧
侶
た
ち
が
構
築
し
よ
う
と
し
た
世
界
は
、

言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
僧
侶
た
ち
が
登
場
す
る

「
僧
侶
」
と
い
う
作
品
も
、
吉
岡
の
言
葉
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
る
点
に

注
目
す
る
と
、
「
僧
侶
」
も
崩
壊
す
る
直
前
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
不
安
定
な
世
界
が
見
え
て
く
る
。

8
は
、
「
僧
侶
」
全
体
を
通
し
て
三
個
所
し
か
な
い
過
去
形
の
う
ち
ニ

つ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
二
、
三
行
目
の
「
一
人
は
枯
木
の
地
に
千
人
の
か

く
し
児
を
産
ん
だ
／
一
人
は
塩
と
月
の
な
い
海
に
千
人
の
か
く
し
児
を
死

な
せ
た
」
の
文
末
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
現
在
形
、
現
在
進
行
形
で
書
か

れ
て
い
る
「
僧
侶
」
の
中
で
、
過
去
形
を
用
い
て
い
る
の
は
、
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

二
行
目
を
読
む
と
、
男
で
あ
る
僧
侶
が
「
千
人
の
か
く
し
児
を
産
ん
だ
」

と
い
う
点
に
、
ま
ず
違
和
感
を
覚
え
る
。
た
と
え
、
こ
の
僧
侶
が
「
か
く

し
児
を
産
ん
だ
」
と
し
て
も
、
男
が
「
産
ん
だ
」
「
千
人
の
か
く
し
児
」

た
ち
は
正
常
な
新
生
児
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
「
千
人
の
か
く
し

児
」
た
ち
は
「
枯
木
の
地
」
に
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。
「
枯
木
の
地
」
と

い
う
生
物
が
死
に
絶
え
た
場
所
で
、
新
生
児
が
生
き
延
び
る
こ
と
は
不
可
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能
で
あ
る
。
僧
侶
は
新
生
児
を
殺
す
た
め
に
「
産
ん
だ
」
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。ま

た
、
次
の
僧
侶
が
「
千
人
の
か
く
し
児
」
を
「
死
な
せ
た
」
の
は
、

「
塩
と
月
の
な
い
海
」
で
あ
る
。
「
塩
と
月
の
な
い
海
」
は
、
「
枯
木
の
地
」

と
同
様
、
新
生
児
た
ち
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
子
宮
を
連
想
さ

せ
る
。
こ
の
子
宮
は
、
満
た
す
羊
水
に
も
塩
分
は
な
く
、
月
の
満
ち
欠
け

の
周
期
に
合
わ
せ
て
起
こ
る
生
理
現
象
も
な
い
の
で
あ
る
。
塩
分
が
な
く
、

月
の
よ
う
な
満
ち
欠
け
も
な
い
海
は
既
に
海
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
二
行

は
、
「
死
産
」
や
「
堕
胎
」
と
い
っ
た
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
。

「
僧
侶
」
中
に
出
て
く
る
も
う
―
つ
の
過
去
形
の
、

5
の
六
行
目
、

「
緒
い
泥
の
太
陽
を
沈
め
た
」
を
見
る
と
、
「
沈
め
た
」
と
い
う
言
葉
は
、

母
親
が
「
殺
さ
れ
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
僧
侶
」
作

品
中
に
現
わ
れ
る
過
去
形
は
、
僧
侶
た
ち
が
殺
人
を
犯
し
て
い
る
場
面
に

使
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
四
、
五
行
目
は
「
一
人
は
蛇
と
ぶ
ど
う
の
絡
ま
る
秤
の
上
で

／
死
せ
る
者
千
人
の
足
生
け
る
者
千
人
の
眼
の
衡
量
の
等
し
い
の
に
驚
く
」

と
続
く
。
「
死
せ
る
者
千
人
」
と
は
、
三
行
目
の
「
塩
と
月
の
な
い
海
に
」

「
死
な
せ
た
」
「
千
人
の
か
く
し
児
」
を
指
し
、
「
生
け
る
者
千
人
」
と
は
、

二
行
目
の
「
枯
木
の
地
に
」
「
産
ん
だ
」
「
千
人
の
か
く
し
児
」
を
指
す
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
「
死
せ
る
者
千
人
」
と
「
生
け
る
者
千
人
」
の

ど
ち
ら
も
死
ん
で
い
る
新
生
児
に
他
な
ら
な
い
が
、
「
秤
」
に
載
せ
て
い

る
も
の
が
「
死
せ
る
者
千
人
の
足
」
と
「
生
け
る
者
千
人
の
眼
」
と
い
う

部
分
で
読
み
手
は
首
を
捻
る
こ
と
に
な
る
。
「
足
」
と
「
眼
」
と
い
う
大

き
さ
も
重
さ
も
機
能
も
異
な
っ
て
い
る
器
官
が
秤
に
か
け
ら
れ
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
「
衡
量
」
は
「
等
し
い
」
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
秤
」
は
正
常

に
働
か
な
い
、
壊
れ
た
「
秤
」
な
の
で
あ
る
。

「
秤
」
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
「
秤
」
に
は
「
蛇
と
ぶ
ど

う
」
が
絡
ま
っ
て
お
り
、
い
か
に
も
い
わ
く
あ
り
げ
な
代
物
で
あ
る
。
こ

の
場
面
で
「
蛇
」
と
「
ぶ
ど
う
」
を
比
喩
と
考
え
る
な
ら
、
男
性
性
器
の

象
徴
で
あ
る
「
蛇
」
と
果
実
の
房
か
ら
連
想
さ
れ
る
乳
房
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
か
ら
、
「
蛇
と
ぶ
ど
う
の
絡
ま
る
秤
」
は
、
両
性
具
有
の
存
在
を
示
す

と
か
、
男
女
の
性
交
を
表
わ
す
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
意
味
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
朝
吹
亮
二
氏
が
指
摘
す
る
よ

(13) 

う
に
、
「
僧
侶
」
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
何
か
の
象
徴
と
捉
え
ず
に
読

む
こ
と
と
し
た
い
。
従
っ
て
、
こ
の
場
面
で
は
「
秤
」
に
「
蛇
と
ぶ
ど
う

が
絡
ま
」
り
、
存
在
感
や
威
圧
感
は
あ
る
も
の
の
、
「
秤
」
の
役
割
を
果

た
す
こ
と
の
で
き
な
い
ガ
ラ
ク
タ
が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

ま
た
、
四
、
五
行
目
で
「
死
ん
」
で
い
な
い
一
人
の
僧
侶
が
「
驚
く
」

こ
と
に
も
注
目
す
る
。
こ
の
僧
侶
は
、
ど
ち
ら
か
に
秤
の
皿
が
傾
く
だ
ろ

う
と
い
う
予
想
に
反
し
て
、
秤
が
水
平
の
ま
ま
、
動
か
な
か
っ
た
こ
と
に

驚
い
て
い
る
。
つ
ま
り
「
秤
」
が
壊
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
一
っ
前
の

7
の
場
面
で
あ
る
。

7
で
、
「
死

ん
」
で
い
な
い
三
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
不
毛
な
努
力
を
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
付
き
も
せ
ず
、
「
記
録
」
を
書
い
て
い
る
。

同
様
に
、

8
で
も
「
死
ん
」
で
い
な
い
三
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
自
分
た
ち

の
不
毛
な
作
業
に
気
付
い
て
い
な
い
。

次
の
「
一
人
は
死
ん
で
い
て
な
お
病
気
／
石
垣
の
向
う
で
咳
を
す
る
」
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と
い
う
二
行
に
は
、
相
変
わ
ら
ず
除
け
者
に
さ
れ
て
い
る
「
死
ん
だ
」
僧

侶
の
行
動
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
死
ん
だ
」
僧
侶
の
行
動
を
よ

く
見
る
と
、
今
ま
で
は
、
他
の
僧
侶
と
の
調
和
を
乱
す
よ
う
な
行
動
を
し

て
い
た
の
に
、
こ
の
個
所
で
は
何
も
せ
ず
、
た
だ
咳
き
込
ん
で
い
る
だ
け

で
あ
る
。

7
ま
で
は
、
「
死
ん
だ
」
僧
侶
に
よ
っ
て
、
他
の
三
人
の
行
動

が
無
意
味
な
も
の
と
さ
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
が
、
実
は
、
「
死
ん

だ
」
僧
侶
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
三
人
も
結
局
は
無
意
味
な
行
動
を
と
っ

て
い
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
、

8
で
明
ら
か
に
な
る
。

8
は
、
「
死
ん
だ
」

僧
侶
と
「
死
ん
」
で
い
な
い
僧
侶
と
い
う
対
立
す
る
構
図
が
見
せ
か
け
で

あ
っ
た
と
判
明
す
る
場
面
で
あ
る
。

最
後
の
章
で
あ
る
9
を
見
る
と
、
四
人
の
僧
侶
は
「
固
い
胸
当
の
と
り

で
を
出
る
」
。
ま
る
で
、
戦
に
敗
れ
て
降
伏
す
る
兵
士
た
ち
の
よ
う
で
あ

る
。
僧
侶
た
ち
に
と
っ
て
、
心
臓
を
守
る
胸
当
の
役
割
を
果
た
す
の
は
僧

院
で
あ
ろ
う
。
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の
証
で
も
あ
る
自
分
た
ち
の
「
と
り
で
」

を
捨
て
、
「
生
涯
収
穫
が
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
「
世
界
よ
り
一
段
高
い

所
で
／
首
を
つ
り
共
に
咄
う
」
。
こ
の
「
世
界
よ
り
一
段
高
い
所
」
と
は
、

先
述
し
た
よ
う
に
、
巨
大
な
女
の
股
の
間
の
上
部
に
あ
る
、
巨
大
な
女
の

子
宮
で
あ
る
。
巨
大
な
女
の
子
宮
で
、
四
人
の
僧
侶
は
、
初
め
て
四
人
一

緒
の
行
動
を
と
る
。
子
宮
の
中
で
同
じ
よ
う
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
僧
侶

た
ち
は
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
巨
大
な
女
の
四
児
の
胎
児
に

な
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

今
ま
で
み
て
き
た
1
ー

8
で
は
、
「
死
ん
だ
」
僧
侶
と
他
の
三
人
の
僧

侶
の
行
動
は
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、

9
で
は
、
四
人
全
員
が
死
ぬ
と
い
う

結
末
を
迎
え
る
。
結
局
、
僧
侶
た
ち
は
同
じ
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

お
わ
り
に

の
こ
と
は
、
先
述
し
た
吉
岡
の
言
葉
遊
び
と
も
い
え
る
、
言
葉
の
使
い
方

(14) 

か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
「
四
人
の
僧
侶
」
は
「
死
人
の
僧
侶
」
で
あ
り
、

「
四
児
」
は
「
死
児
」
と
連
想
で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、

9

で
三
人
の
僧
侶
が
「
死
ん
だ
」
僧
侶
と
同
じ
存
在
に
追
い
つ
い
た
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1
S
9
ま
で
「
四
人
の
僧
侶
」
と
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
四
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
最
初
か
ら
「
死
ん
だ
」
僧
侶

と
同
じ
存
在
で
あ
っ
た
。

最
後
、
「
僧
侶
」
作
品
は
「
さ
れ
ば
／
四
人
の
骨
は
冬
の
木
の
太
さ
の

ま
ま
／
縄
の
き
れ
る
時
代
ま
で
死
ん
で
い
る
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

四
児
の
死
児
で
あ
る
僧
侶
た
ち
は
、
「
縄
」
な
ら
ぬ
瞭
の
緒
が
切
れ
て
、

巨
大
な
女
の
子
宮
か
ら
出
産
さ
れ
な
い
限
り
、
つ
ま
り
、
巨
大
な
女
か
ら

許
可
が
下
り
な
い
限
り
、
胎
内
で
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、

1
¥
9
の
本
文
を
順
に
辿
っ
て
み
て
感
じ
る
の
は

「
僧
侶
」
作
品
は
ま
る
で
紙
芝
居
的
と
で
も
言
う
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
僧
侶
」
を
読
み
、
場
面
が
容
易
く
脳
裏
に
浮

か
ん
で
く
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
面
の
細
か
い
部
分
は
、
読
み

手
側
が
充
分
に
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
紙
芝
居
的

(15) 

な
の
で
あ
る
。
「
僧
侶
」
が
「
絵
画
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
絵
は

決
し
て
写
実
的
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「
僧
侶
」
に
は
何
―
つ
具
体
的
な

描
写
が
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
描
写
が
排

除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
僧
侶
」
作
品
中
に
、
一
登
場
人
物
と
し
て
出
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現
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
巨
大
な
女
の
存
在
を
読
み
手
が
自
由
に
創

造
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
読
み
手
側
が
作
品
へ
介
入
す
る
こ
と
を
、
吉
岡
詩

作
品
が
拒
否
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
予
想
も
ま
た
成
立

す
る
で
あ
ろ
う
。

死
児
で
あ
る
四
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
巨
大
な
女
の
子
宮
か
ら
分
娩
さ
れ

て
も
、
決
し
て
産
声
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
、
四
児
の
死
児
と

し
て
生
を
受
け
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
産
ま
れ
た
死
児
の
物
語

(16) 

が
「
死
児
」
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
僧
侶
」
か

ら
「
死
児
」
へ
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と

し
た
い
。

（注）

(
1
)

「
昭
和
三
十
三
年
ご
ろ
、
週
末
に
、
気
が
向
く
と
よ
く
谷
川
温
泉

ヘ
ひ
と
り
で
遊
び
に
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
或
る
時
、
早
春
か
と

思
う
が
、
（
中
略
）
わ
た
し
は
朝
が
来
る
ま
で
、
詩
を
書
こ
う
と

試
み
、
そ
し
て
「
苦
力
」
が
暁
近
く
完
成
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
「
私
の
作
詩
法
？
」
『
詩
の
本
』

11
、
一
九
六
七
年
十
一
月
、
筑

摩
書
房
）

ま
た
、
「
死
児
」
も
「
非
常
な
緊
張
の
数
日
の
徹
夜
の
う
ち
に
」

執
筆
さ
れ
た
、
と
飯
島
耕
一
氏
は
回
想
し
て
い
る
。
（
「
青
海
波

あ
る
い
は
吉
岡
実
を
め
ぐ
る
走
り
書
」
『
現
代
詩
読
本
吉
岡

実
』
、
一
九
九
一
年
四
月
、
思
潮
社
）

(
2
)
飯
島
耕
一
「
青
海
波
ー
|
あ
る
い
は
吉
岡
実
を
め
ぐ
る
走
り
書
」

(
3
)
入
沢
康
夫
氏
の
発
言
。
（
「
討
議
大
岡
信
・
入
沢
康
夫
・
天
沢
退

二
郎
・
平
出
隆
自
己
侵
犯
と
変
容
を
重
ね
た
芸
術
家
魂
『
昏
睡

季
節
』
か
ら
『
ム
ー
ン
ド
ロ
ッ
プ
」
ま
で
」
『
現
代
詩
読
本
吉

岡
実
』
）

(
4
)
第
二
詩
集
「
静
物
」
所
収
の
「
過
去
」
に
つ
い
て
の
発
言
。

(
3
)

に
同
じ
。

(
5
)
平
出
隆
氏
の
発
言
。

(
3
)
に
同
じ
。

(
6
)
三
好
豊
一
郎
氏
は
、
「
こ
う
も
り
が
飛
び
は
じ
め
る
夕
刻
ま
で
、

と
い
う
時
間
的
説
明
の
み
な
ら
ず
、
異
形
の
動
物
の
姿
と
そ
の
小

さ
く
鋭
い
鳴
き
声
か
ら
、
悪
魔
的
な
黒
装
束
の
動
き
と
女
の
悲
鳴

ま
で
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
指
摘
す
る
。
（
「
半
具
象
~
「
僧
侶
」

管
見
」
『
現
代
詩
手
帖
」
第
二
三
巻
•
第
一
0
号
、
一
九
八

0
年

十
月
、
思
潮
社
）

(
7
)

「
手
と
掌
」
（
『
イ
メ
ー
ジ
の
冒
険
③
「
文
字
」
』
一
九
七
八
年
八

月
、
河
出
書
房
新
社
）

(
8
)
(
7
)
に
同
じ
。

(
9
)
金
井
美
恵
子
氏
は
、
吉
岡
実
詩
作
品
の
中
の
「
手
」
の
使
わ
れ
方

に
つ
い
て
「
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
て
触
覚
と
の
関
わ
り
で
必

ず
出
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。
（
「
対
談
吉
岡
実

x
金
井
美
恵
子

一
回
性
の
言
葉
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
混
滑
へ
」
『
現
代
詩

手
帖
」
第
二
三
巻
•
第
一
0
号
）

(10)

一
九
七
三
年
七
月
、
『
現
代
詩
手
帖
」
に
発
表
。

(11)

「
そ
こ
で
は
少
年
が
四
つ
ん
ば
い
に
な
っ
て
／
サ
フ
ラ
ン
を
摘

ん
で
い
る
」
（
第
四
、
五
行
）
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「
割
れ
た
少
年
の
尻
が
夕
暮
れ
の
岬
で
／
突
き
出
さ
れ
る
と
き
」

（
第
十
、
十
一
行
）

(12)

『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
(
-
九
八
四
年
三
月
、
大
修
館

書
店
）

(13)

「
詩
集
『
僧
侶
』
以
後
、
吉
岡
実
の
言
葉
は
、
観
念
と
し
て
で
は

な
く
、
倫
理
と
し
て
で
は
な
く
、
比
喩
と
し
て
で
は
な
く
匿
名
の

位
置
を
獲
得
す
る
」
（
朝
吹
亮
二
「
エ
ニ
グ
ム
・
ア
ノ
ニ
ム
」

『
現
代
詩
読
本
吉
岡
実
」
）

(14)
朝
吹
亮
二
氏
は
「
彼
ら
は
言
葉
遊
び
で
は
な
く
死
人
の
僧
侶
で
も

あ
る
。
最
初
に
は
四
人
い
た
僧
侶
が
、
作
品
が
始
ま
る
や
い
な
や

一
人
欠
如
す
る
（
中
略
）
そ
し
て
作
品
の
最
後
で
全
員
が
死
に
ふ

た
た
び
四
人
に
も
ど
る
。
全
員
が
死
ぬ
の
で
一
人
の
死
者
に
も
ど

る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

(13)

に
同
じ
。

(
1
5
)
(
3
)
に
同
じ
。

(16)

一
九
五
八
年
七
月
、
『
ユ
リ
イ
カ
」
に
掲
載
。
初
の
長
詩
。

（
か
の
う
ま
き
／
本
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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