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一

　
『
春
雨
物
語
』
は
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
頃
に
成
立
し
た
、
全
十
篇
か

ら
な
る
上
田
秋
成
の
読
本
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
江
戸
時
代
に
は
刊
行
さ
れ

ず
、
写
本
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
、『
春
雨
物
語
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
示
す
。
相
模
の
国
に
住
む
一
人

の
若
者
は
、
田
舎
者
で
あ
り
な
が
ら
歌
道
を
志
し
、
よ
い
師
を
求
め
て
都
へ
と

旅
立
っ
た
。
そ
の
道
中
、
近
江
の
国
に
あ
る
老
曽
の
森
で
野
宿
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
若
者
は
、
神
人
、
修
験
者
、
狐
の
女
房
、
狐
の
童
女
が
、
一
つ
目
の
神

を
呼
び
出
す
姿
を
目
撃
す
る
。
彼
ら
は
そ
の
場
で
宴
を
始
め
、
若
者
も
一
つ
目

の
神
に
促
さ
れ
て
、
お
そ
る
お
そ
る
宴
に
参
加
し
た
。
一
つ
目
の
神
は
、
今
の

都
の
乱
れ
を
嘆
き
、
今
の
よ
う
に
乱
れ
た
世
で
は
都
に
歌
を
教
え
ら
れ
る
者
な

ど
い
な
い
の
で
、
故
郷
に
帰
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
若
者
を
諭
し
た
。
一
つ
目
の

神
の
話
が
終
わ
る
と
、
新
た
に
僧
が
現
れ
、
宴
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
、
若
者

は
僧
か
ら
も
帰
郷
を
促
さ
れ
る
。
夜
が
明
け
る
頃
に
宴
は
終
わ
り
、
若
者
は
怪

異
の
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
、
故
郷
に
帰
さ
れ
た
。

　
『
春
雨
物
語
』
に
は
複
数
の
自
筆
本
・
転
写
本
が
存
在
し
て
い
る
。
長
島
弘

明
氏
「『
春
雨
物
語
』
の
自
筆
本
と
転
写
本
」（

１
）

に
よ
れ
ば
、
現
在
確
認
さ
れ

て
い
る
『
春
雨
物
語
』
の
稿
本
は
、
春
雨
草
紙
、
天
理
冊
子
本
、
天
理
巻
子
本
、

富
岡
本
、
文
化
五
年
本
（
桜
山
文
庫
本
、
漆
山
本
、
西
荘
文
庫
本
）、
田
原
本

の
八
本
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
目
ひ
と
つ
の
神
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

春
雨
草
紙
、
天
理
冊
子
本
、
富
岡
本
、
文
化
五
年
本
で
あ
る
。

　

各
稿
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
長
島
氏
が
『
上
田
秋
成
全
集　

第
八
巻
』
の

「
解
題
」（

２
）

で
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　
　

�　

中
村
幸
彦
・
浅
野
三
平
・
木
越
治
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
の
『
春

雨
物
語
』
諸
本
研
究
が
あ
る
が
、
諸
本
の
中
で
『
春
雨
草
紙
』
が
最
も
早

く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
家
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
ま

た
、
全
体
と
し
て
文
章
の
肉
付
け
が
行
届
い
て
い
る
の
は
富
岡
本
で
、
所

収
各
篇
が
富
岡
本
と
全
く
重
な
ら
ず
、
相
補
う
関
係
に
あ
り
、
ま
た
文
字

の
書
き
様
も
、
富
岡
本
と
類
似
す
る
天
理
巻
子
本
は
、
富
岡
本
の
ツ
レ
と

さ
れ
、
両
本
を
最
終
稿
本
と
す
る
説
が
こ
れ
ま
で
の
定
説
と
な
っ
て
お

り
、
文
化
五
年
本
は
、
富
岡
本
・
天
理
巻
子
本
以
前
の
稿
で
あ
る
こ
と
も
、

同
じ
く
定
説
と
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
文
化
五
年
本
に
は
、
底
本
と
し

た
桜
山
文
庫
本
の
他
に
、
西
荘
文
庫
本
・
漆
山
本
の
二
つ
が
あ
る
。（
中

略
）
こ
の
中
で
桜
山
文
庫
本
が
秋
成
自
筆
の
文
化
五
年
本
か
ら
の
写
し
で
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あ
り
、
他
二
本
は
い
ず
れ
も
桜
山
文
庫
本
の
写
し
で
あ
る
。

　

長
島
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
諸
本
研
究
は
、
最
も
早
く
書
か

れ
た
の
は
春
雨
草
紙
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
富
岡

本
・
天
理
巻
子
本
を
最
終
稿
本
と
し
、
文
化
五
年
本
を
そ
れ
以
前
の
稿
と
す
る

の
も
定
説
で
あ
る
。
文
化
五
年
本
は
、
転
写
本
で
は
あ
る
が
現
在
の
と
こ
ろ
唯

一
の
完
本
で
あ
り
、
最
終
稿
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
富
岡
本
と
比
較
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

　

中
村
博
保
氏
「「
目
ひ
と
つ
の
神
」
研
究
」（

３
）

で
は
、
文
化
五
年
本
と
富
岡

本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
が
詳
細
に
比
較
さ
れ
て
い
る
。
中
村
氏
は
、
両
本
の

描
写
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

文
化
五
年
本
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
富
岡
本
が
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。（
中
略
）
富
岡
本
の
感
情
移
入
の
要

素
を
多
く
も
り
こ
ん
だ
小
説
的
描
写
に
く
ら
べ
る
と
、
桜
本
（
桜
山
本
）

の
描
写
は
、
対
象
に
距
離
を
お
い
て
描
き
出
す
非
共
感
的
な
、
あ
る
い
は

む
し
ろ
感
情
異
化
的
な
描
写
と
し
て
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。

　

中
村
氏
は
、
富
岡
本
・
天
理
巻
子
本
の
テ
キ
ス
ト
を
「
完
成
さ
れ
た
か
た

ち
」
と
評
し
な
が
ら
も
、
文
化
五
年
本
の
描
写
に
独
自
の
「
特
質
」
を
見
出
し

て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
野
口
武
彦
氏
「
夢
の
対
話
篇
─
春
雨
物
語
『
目
ひ
と

つ
の
神
』
の
幻
視
界
─
」（

４
）

な
ど
が
、
文
化
五
年
本
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
テ

キ
ス
ト
が
持
つ
独
自
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と

つ
の
神
」
が
、
単
な
る
過
程
稿
と
は
言
い
切
れ
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
春
雨
物
語
』
諸
本
に
関
す
る
従
来
の
定
説
と
、
中
村
氏
や
野
口
氏
が
指
摘

し
た
よ
う
な
文
化
五
年
本
が
持
つ
独
自
の
性
質
に
つ
い
て
、
長
島
氏
は
前
掲

「
解
題
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

通
例
の
推
敲
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
分
か
り
や
す
く
語
句
が
補
強
さ
れ
、

描
写
が
豊
か
に
肉
付
け
さ
れ
た
富
岡
本
が
後
の
も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
当

然
の
こ
と
で
は
あ
る
。
ゆ
え
に
、
文
化
五
年
本
が
最
終
稿
で
あ
る
と
い
う

の
も
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
な
可
能
性
の
一
つ
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
ぬ

が
、
要
は
最
終
稿
本
探
し
で
は
な
い
。
富
岡
本
・
天
理
巻
子
本
が
、
著
者

が
最
後
に
書
い
た
草
稿
で
あ
る
た
め
、
最
も
優
れ
た
本
文
で
あ
る
と
い
う

思
い
込
み
を
捨
て
、
諸
本
が
等
価
値
で
独
自
の
本
文
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
実
際
に
、
文
化
五
年
本
の
本
文
は
、
富
岡

本
・
天
理
巻
子
本
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
最
も
優
れ
た
本
文
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
複
数
存
在
す
る
『
春
雨
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
最

終
稿
本
で
あ
る
富
岡
本
の
テ
キ
ス
ト
が
完
成
形
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
長
島
氏
が
「
解
題
」
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
各
稿
本
が
持
つ
独
自
の

性
質
は
、
さ
ら
に
探
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
長
島
氏
の
指
摘
を

受
け
て
、
高
田
衛
氏
は
「
浮
遊
す
る
テ
キ
ス
ト
『
春
雨
草
紙
』」（

５
）

に
お
い
て
、

『
春
雨
草
紙
』
を
『
春
雨
物
語
』
の
単
な
る
初
稿
と
扱
う
の
で
は
な
く
、
作
品

と
し
て
の
『
春
雨
草
紙
』
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
小
椋
嶺

一
氏
「『
春
雨
物
語
』「
目
ひ
と
つ
の
神
」
論
」（

６
）

の
よ
う
に
、
文
化
五
年
本
を

最
終
稿
本
と
し
て
選
択
す
る
論
文
も
現
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、『
春
雨
物
語
』
諸
本
の
う
ち
、

文
化
五
年
本
に
特
に
注
目
す
る
。
富
岡
本
と
文
化
五
年
本
を
読
み
比
べ
な
が

ら
、
両
本
の
描
写
の
違
い
を
確
認
し
、
特
に
大
き
な
違
い
で
あ
る
結
末
部
分
と

照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
が
持
つ
独
自

性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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二

　

そ
れ
で
は
、
文
化
五
年
本
と
富
岡
本
の
本
文
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
つ
つ
比
較
し

て
い
く
。
以
下
、
本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
五
年
本
は
桜
山
文
庫
本

を
底
本
と
し
、
文
と
す
る（

７
）。

ま
た
、
富
岡
本
は
富
岡
本
を
底
本
と
し
、
富
と

す
る（

８
）。

比
較
す
る
部
分
に
は
傍
線
を
付
し
、
本
文
の
対
応
を
示
す
た
め
に
文

化
五
年
本
は
丸
数
字
、
富
岡
本
に
は
黒
丸
数
字
で
番
号
を
振
っ
た
。
な
お
、
対

応
す
る
部
分
の
な
い
独
自
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
対
に
な
る
数
字
を
使
用
し
な

い
こ
と
で
表
し
て
い
る
。

　

次
の
文
章
は
、
都
に
向
か
う
途
中
に
野
宿
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
若
者
が
、

老
曽
の
森
で
怪
異
た
ち
と
邂
逅
す
る
場
面
で
あ
る
。

文 

老
曽
の
森
の
木
隠
れ
、
こ
よ
ひ
ま
く
ら
も
と
め
て
深
く
入
り
て
見
た
れ

ば
、
風
が
折
り
た
り
と
も
な
く
て
、
大
木
吹
き
た
れ
し
を
ふ
み
越
え
て
は
、

①

さ
す
が
に
安
か
ら
ぬ
思
ひ
す
。
落
葉
、
小
枝
、
道
を
う
づ
み
て
、

②

泥
田

を
わ
た
り
す
る
如
し
。
神
の
社
た
た
せ
ま
す
。
軒
こ
ぼ
れ
、
御
は
し
く
づ

れ
て
、
昇
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
す
べ
て
草
た
か
く
、
苔
む
し
た
り
。
誰
や

ど
り
し
跡
な
ら
ん
、
少
し
か
き
払
ひ
た
る
所
あ
り
。
枕
は
こ
こ
に
と
定

む
。
お
ひ
し
包
袱
と
き
お
ろ
し
て
、

③

心
お
ち
ゐ
た
り
。
風
ふ
か
ね
ば
、

物
の
音
ふ
つ
に
聞
こ
え
ず
。
木
末
の
ひ
ま
に
き
ら
め
く
星
の
光
に
、
あ
す

の
て
け
た
の
も
し
。
露
ひ
や
や
か
に
心
す
み
て
、
い
と
い
た
う
さ
む
し
。

　

あ
や
し
、
こ
こ
に
く
る
人
あ
り
。
背
た
か
く
、
手
に
矛
と
り
て
、
道
分

し
た
る
さ
ま
也
。
あ
と
に
つ
き
て
、
修
験
が
柿
染
の
衣
の
肩
む
す
び
上
げ

て
、
こ
ん
が
う
杖
つ
き
鳴
ら
し
た
る
。
其
の
あ
と
よ
り
、
女
房
の
、
し
ろ

き
小
袖
に
、
赤
き
は
か
ま
の
す
そ
糊
こ
は
げ
に
、
は
ら
は
ら
と
音
し
て
あ

ゆ
む
に
、
檜
の
つ
ま
で
打
ち
た
る
あ
ふ
ぎ
か
ざ
し
て
く
る
を
見
れ
ば
、
面

は
狐
也
。
其
の
あ
と
よ
り
、
ふ
つ
つ
か
に
は
見
ゆ
れ
ど
、
つ
き
そ
ひ
た
る

わ
ら
は
め
の
、
是
も
き
つ
ね
也
。
社
の
前
に
立
並
び
た
り
。
矛
と
り
し
か

ん
人
が
、
中
臣
の
を
ら
び
声
し
て
物
申
す
。
殿
の
戸
荒
ら
か
に
ひ
ら
き
て

出
づ
る
神
は
、
白
髪
お
ひ
た
る
る
中
に
、
目
ひ
と
つ
あ
り
あ
り
と
見
ゆ
。

口
は
耳
ま
で
切
り
さ
き
た
る
。
鼻
有
り
や
な
し
。
白
き
大
う
ち
着
の
に
ぶ

色
に
そ
み
た
る
に
、
藤
の
無
紋
の
袴
、
是
は
今
さ
ら
し
た
る
を
め
さ
れ
た

る
に
似
た
り
。

富 

関
所
あ
ま
た
の
過
書
文
と
り
て
、
所
々
の
と
が
め
な
く
、
近
江
の
国
に

入
り
て
、「
あ
す
は
都
に
」
と
思
ふ
心
す
す
み
に
や
、
宿
と
り
ま
ど
ひ
て
、

老
曾
の
杜
の
木
隠
れ
、
こ
よ
ひ
は
こ
こ
に
と
、
松
が
ね
枕
も
と
め
に
、
深

く
入
り
て
見
れ
ば
、
風
に
折
れ
た
り
と
も
な
く
て
、
大
樹
の
朽
ち
た
ふ
れ

し
あ
り
。
ふ
み
こ
え
て
、
❶

さ
す
が
安
か
ら
ぬ
思
ひ
し
て
、
立
ち
わ
づ
ら

ふ
。
落
ち
葉
、
小
枝
、
道
を
埋
み
て
、
❷

浅
沼
わ
た
る
に
似
て
、
衣
の
す

そ
ぬ
れ
ぬ
れ
と
悲
し
。

　

神
の
祠
立
た
せ
ま
す
。
軒
こ
ぼ
れ
、
み
は
し
崩
れ
て
、
昇
る
べ
く
も
あ

ら
ず
。
草
た
か
く
、
苔
む
し
た
り
。
誰
が
よ
ん
べ
や
ど
り
し
跡
な
る
、
す

こ
し
か
き
払
ひ
た
る
処
あ
り
。
枕
は
こ
こ
に
と
定
む
。
お
ひ
し
物
お
ろ
し

て
、
❸

心
お
ち
ゐ
た
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
さ
は
勝
り
ぬ
。
高
き
木
む
ら
の
、

茂
く
お
ひ
た
る
ひ
ま
よ
り
、
き
ら
き
ら
し
く
星
の
光
こ
そ
み
れ
、
月
は
よ

ひ
の
間
に
て
、
露
ひ
や
や
か
な
り
。
さ
れ
ど
、「
あ
す
の
て
け
た
の
も
し
」

と
独
り
言
し
て
、
物
う
ち
し
き
、
眠
り
に
つ
か
ん
と
す
。

　

あ
や
し
、
こ
こ
に
く
る
人
あ
り
。
背
た
か
く
、
手
に
矛
と
り
て
、
道
分

し
た
る
猿
田
彦
の
神
代
さ
へ
お
も
ほ
ゆ
。
あ
と
に
つ
き
て
、
修
験
の
柿
染

め
の
衣
、
肩
に
む
す
び
上
げ
て
、
金
剛
杖
つ
き
鳴
ら
し
た
り
。
そ
の
跡
に

つ
き
て
、
女
房
の
、
し
ろ
き
小
袖
に
、
赤
き
袴
の
す
そ
糊
こ
は
げ
に
、
は
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ら
は
ら
と
ふ
み
は
ら
ら
か
し
て
歩
む
。
檜
の
つ
ま
で
の
扇
か
ざ
し
て
、
い

と
な
つ
か
し
げ
な
る
つ
ら
を
見
れ
ば
、
白
き
狐
な
り
。
そ
の
あ
と
に
、
わ

ら
は
女
の
、
ふ
つ
つ
か
に
見
ゆ
る
、
こ
れ
も
き
つ
ね
な
り
。

　

や
し
ろ
の
前
に
立
ち
並
び
て
、
矛
と
り
し
神
人
、
中
臣
の
を
ら
び
声
高

ら
か
に
、
夜
ま
だ
深
か
ら
ね
ど
、
物
の
こ
た
ふ
る
や
う
に
て
、
❹

す
ざ
ま

し
。
神
殿
の
戸
あ
ら
ら
か
に
明
け
放
ち
て
出
づ
る
を
見
れ
ば
、
か
し
ら
髪

面
に
お
ひ
み
だ
れ
て
、
目
ひ
と
つ
か
か
や
き
、
口
は
耳
の
根
ま
で
切
れ
た

る
に
、
鼻
は
あ
り
や
な
し
。
し
ろ
き
う
ち
着
の
に
ぶ
色
に
そ
み
た
る
に
、

藤
色
の
無
紋
の
袴
、
こ
れ
は
今
調
じ
た
る
に
似
た
り
。
羽
扇
を
右
手
に
持

ち
て
、
歩
み
た
る
が
、
❺

恐
ろ
し
。

　

野
宿
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
若
者
は
、
寝
所
を
求
め
て
老
曽
の
森
の
奥
へ
と

進
む
。
す
る
と
、
風
が
折
っ
た
様
子
も
な
い
の
に
大
木
が
倒
れ
て
い
た
。
若
者

は
木
を
踏
み
越
え
て
先
へ
進
む
が
、
や
は
り
不
安
な
思
い
で
あ
る
。
文
化
五
年

本
で
は
、「
さ
す
が
に
安
か
ら
ぬ
思
ひ
す
」（
傍
線
部
①
）
と
若
者
の
不
安
の
み

が
語
ら
れ
る
が
、
富
岡
本
で
は
「
さ
す
が
安
か
ら
ぬ
思
ひ
し
て
、
立
ち
わ
づ
ら

ふ
」（
傍
線
部
❶
）
と
、
若
者
が
進
み
か
ね
て
い
る
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
五
年
本
で
は
落
葉
や
小
枝
に
覆
わ
れ
た
道
を
行
く
こ
と
を
「
泥
田

を
わ
た
り
す
る
如
し
」（
傍
線
部
②
）
と
形
容
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
富
岡

本
で
は
「
浅
沼
わ
た
る
に
似
て
、
衣
の
す
そ
ぬ
れ
ぬ
れ
と
悲
し
」（
傍
線
部
❷
）

と
、
移
動
す
る
う
ち
に
濡
れ
て
し
ま
っ
た
裾
を
わ
び
し
く
感
じ
る
若
者
の
心
情

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
も
な
く
若
者
は
古
い
社
を
見
つ
け
、
そ
の
傍
で
野
宿

し
よ
う
と
荷
物
を
お
ろ
し
た
。
寝
床
を
見
つ
け
た
文
化
五
年
本
の
若
者
が
「
心

お
ち
ゐ
た
り
」（
傍
線
部
③
）
と
落
ち
着
い
て
い
る
の
に
対
し
、
富
岡
本
の
若

者
は
「
心
お
ち
ゐ
た
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
さ
は
勝
り
ぬ
」（
傍
線
部
❸
）
と
、
落

ち
着
い
た
こ
と
で
む
し
ろ
恐
怖
が
増
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
者

が
眠
り
に
つ
こ
う
と
し
た
時
、
ど
こ
か
か
ら
異
形
の
一
行
が
や
っ
て
来
る
。
一

行
が
古
び
た
社
の
前
に
並
び
、
神
人
が
祝
詞
を
唱
え
あ
げ
る
と
、
社
の
戸
が
開

い
て
目
ひ
と
つ
の
神
が
姿
を
現
し
た
。
文
化
五
年
本
が
状
況
を
淡
々
と
描
写
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
富
岡
本
で
は
「
す
ざ
ま
し
」（
傍
線
部
❹
）や
「
恐
ろ
し
」

（
傍
線
部
❺
）
な
ど
、
そ
れ
を
見
た
若
者
の
恐
怖
が
度
々
語
ら
れ
て
い
る
。

　

文
化
五
年
本
と
比
較
す
る
と
、
富
岡
本
の
方
が
主
人
公
で
あ
る
若
者
の
感
情

に
つ
い
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
時
若
者
が
何
を
感
じ
て
い
る
の
か

が
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

三

　

前
節
に
引
き
続
き
、
文
化
五
年
本
と
富
岡
本
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
。
次
の

文
章
は
、
宴
席
で
目
ひ
と
つ
の
神
と
僧
に
帰
郷
を
促
さ
れ
た
若
者
が
、
そ
れ
に

返
答
す
る
場
面
で
あ
る
。

文
「
若
き
者
よ
、
都
に
物
学
ば
ん
は
、
今
よ
り
五
百
年
の
む
か
し
也
。（
中

略
）
山
ぶ
し
の
め
ぐ
み
か
う
む
り
て
、
あ
や
う
か
ら
ず
故
郷
に
か
へ
り
、

一
人
の
母
に
つ
か
へ
よ
」
と
い
ふ
は
、「

⑥

い
か
で
委
し
く
」
と
問
へ
ば
、

打
ち
笑
ひ
て
こ
た
へ
ず
。

富
「
い
づ
れ
の
み
心
も
同
じ
く
聞
き
し
ら
せ
給
へ
ば
、
都
に
は
あ
す
と
こ
こ

ろ
ざ
し
た
れ
ど
、
上
ら
じ
。
御
し
る
べ
に
つ
き
て
、
文
よ
み
歌
学
ば
ん
。

❻

小
ゆ
る
ぎ
の
蜑
が
目
ざ
す
道
は
、
栞
得
た
り
」
と
て
、
よ
ろ
こ
ぶ
。

　

目
ひ
と
つ
の
神
と
僧
は
、
若
者
に
都
の
乱
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
し

て
、
都
へ
行
く
よ
り
も
、
故
郷
へ
帰
っ
て
よ
い
師
を
探
す
方
が
よ
い
と
帰
郷
を

促
し
た
。
文
化
五
年
本
の
若
者
は
、
故
郷
に
帰
り
母
に
つ
か
え
よ
と
い
う
僧
の

勧
め
に
対
し
て
、
ど
う
か
委
し
く
と
説
明
を
求
め
て
い
る
（
傍
線
部
⑥
）。
一
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方
、
富
岡
本
の
若
者
は
、
小
ゆ
る
ぎ
の
漁
夫
に
す
ぎ
ぬ
私
も
、
志
す
道
に
道
し

る
べ
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
と
言
い
（
傍
線
部
❻
）、
故
郷
に
帰
る
こ
と

を
決
意
し
て
い
る
。
前
節
で
は
、
描
写
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
本
の
若
者

の
行
動
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
若
者
の
反
応
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
結
末
の
違
い
に
繋
が
っ
て
い
く
。
次
の

文
章
は
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
場
面
に
続
く
、
富
岡
本
の
場
面
で
あ
る
。
酒
宴
が

終
わ
り
、
怪
異
の
力
に
よ
っ
て
若
者
は
故
郷
に
帰
さ
れ
た
。

富 

か
は
ら
け
、
幾
周
り
か
巡
ら
せ
た
れ
ば
、「
夜
や
明
け
ん
」
と
申
す
。
神

人
も
酔
ひ
た
る
に
や
、
矛
と
り
直
し
て
、
物
ま
う
し
の
声
、
皺
ぶ
る
人
な

れ
ば
、
を
か
し
と
聞
え
た
る
。

　

山
ぶ
し
、「
い
ざ
い
と
ま
賜
は
ら
ん
」
と
、
金
剛
杖
と
り
て
、
若
き
者

に
、「
こ
れ
に
取
り
つ
け
よ
」
と
い
ふ
。
神
は
、
扇
と
り
直
し
て
、「
一
目

連
が
こ
こ
に
あ
り
て
、
む
な
し
か
ら
ん
や
」
と
て
、
わ
か
き
男
を
空
に
あ

ふ
ぎ
上
ぐ
る
。
猿
と
う
さ
ぎ
は
、
手
打
ち
て
笑
ふ
わ
ら
ふ
。
木
末
に
い
た

り
て
、
待
ち
と
り
て
、
山
ぶ
し
は
飛
び
立
つ
。
こ
の
男
を
腋
に
は
さ
み

て
、
飛
び
か
け
り
行
く
。

　
❼

法
師
は
、「
あ
の
男
よ
、
あ
の
男
よ
」
と
て
、
笑
ふ
。
袋
と
り
て
背
に

お
ひ
、
ひ
く
き
あ
し
だ
履
き
て
、
ゆ
ら
め
き
立
ち
た
る
さ
ま
、
絵
に
見
知

り
た
り
。
神
人
と
僧
と
は
人
な
り
。
人
な
れ
ど
、
妖
に
交
は
り
て
魅
せ
ら

れ
ず
、
人
を
魅
せ
ず
、
白
髪
づ
く
ま
で
齢
は
え
た
り
。
明
け
は
な
れ
て
、

森
陰
の
お
の
が
や
ど
り
に
か
へ
る
。
女
房
・
わ
ら
は
は
、
神
人
の
、「
こ

こ
に
泊
ま
れ
」
と
て
、
い
ざ
な
ひ
行
く
。

　

夜
が
明
け
る
こ
ろ
、
宴
会
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
若
者
は
、
目
ひ
と
つ
の
神

と
修
験
者
の
力
で
故
郷
へ
と
帰
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
富
岡
本
で
は
若
者
の
去
っ

た
後
の
老
曽
の
森
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
（
傍
線
部
❼
）、
物
語
の
視
点
が

別
の
人
物
へ
と
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
の
物
語
に

若
者
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
前
の
場
面
で
、
若
者
が
「
小
ゆ
る
ぎ
の
蜑
が

目
ざ
す
道
は
、
栞
得
た
り
」（
傍
線
部
❻
）
と
決
意
し
た
こ
と
で
、
富
岡
本
の

若
者
の
物
語
は
ひ
と
ま
ず
終
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
文
化
五
年
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
次
の
文
章
は
、
文
化
五
年
本
の
若

者
が
故
郷
に
帰
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

文 

酒
よ
き
ほ
ど
に
す
す
み
た
り
。「
い
ざ
か
へ
ん
な
ん
」
と
て
、
袋
打
ち
か

づ
き
い
ぬ
。
絵
に
見
た
る
さ
ま
也
。
山
ぶ
し
も
、「
い
ざ
」
と
い
ふ
。
神

は
扇
と
り
て
、
こ
の
若
き
男
を
あ
ふ
ぐ
あ
ふ
ぐ
、
空
に
上
ら
せ
た
り
。
山

ぶ
し
と
り
つ
た
へ
て
袖
か
づ
か
せ
、
空
行
く
ほ
ど
に
、
此
の
あ
し
た
に
母

の
前
に
落
ち
来
た
る
。「
い
な
や
」
と
問
へ
ば
、「
水
た
ま
へ
。
お
そ
ろ
し

き
事
物
が
た
り
し
て
聞
か
せ
申
さ
ん
」
と
て
、
ね
や
に
入
り
た
り
。
さ

て
、
か
し
こ
に
は
夜
明
く
る
ま
で
飲
み
う
た
ひ
た
る
に
、
若
き
男
の
空
に

上
る
を
猿
と
兎
は
手
打
ち
て
よ
ろ
こ
ぶ
。
こ
の
あ
や
し
き
中
に
、
僧
と
か

ん
人
は
人
也
。

　
「
い
な
や
」
と
問
へ
ば
、「

⑧

水
た
ま
へ
。
お
そ
ろ
し
き
事
物
が
た
り
し

て
聞
か
せ
申
さ
ん
」
と
て
、
ね
や
に
入
り
た
り
。

　

文
化
五
年
本
の
若
者
も
ま
た
、
目
ひ
と
つ
の
神
と
修
験
者
の
力
に
よ
っ
て
故

郷
に
帰
さ
れ
る
。
翌
朝
、
家
に
着
い
た
若
者
は
「
お
そ
ろ
し
き
事
物
が
た
り
し

て
聞
か
せ
申
さ
ん
」（
傍
線
部
⑧
）
と
母
親
に
言
い
、
寝
室
へ
向
か
う
。
故
郷

に
帰
さ
れ
た
後
の
若
者
の
様
子
は
、
文
化
五
年
本
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
、
若
者
は
こ
の
後
に
昨
晩
起
き
た
出
来
事
を
母
親
に
語
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
で
初
め
て
、
目
ひ
と
つ
の
神
た
ち
の
話
を
聞
い
て
若
者
が
出
し
た
答

え
が
明
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
文
化
五
年
本
の
物
語
の
中
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で
あ
ま
り
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
若
者
の
感
情
も
、
そ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。「
お
そ
ろ
し
き
事
物
が
た
り
し
て
聞
か
せ
申
さ
ん
」
の
一
節

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
は
物
語
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
「
物
語
」
を
想

像
す
る
余
地
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
物
語
」
を
、

読
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

若
者
の
感
情
の
描
写
が
多
く
、
怪
異
と
の
会
話
を
通
し
て
若
者
が
自
ら
の
道

を
決
め
る
と
こ
ろ
ま
で
描
か
れ
て
い
る
富
岡
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
、
物

語
と
し
て
読
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
富
岡
本
が

完
成
形
と
さ
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
読
み
や
す
さ
、
わ
か
り
や
す
さ
が
理
由
の

一
つ
だ
ろ
う
。
一
方
、
文
化
五
年
本
は
富
岡
本
と
比
べ
る
と
若
者
の
描
写
が
少

な
く
、
淡
々
と
話
が
進
ん
で
い
く
。
怪
異
と
邂
逅
し
た
こ
と
で
、
若
者
に
起
き

た
は
ず
の
感
情
の
変
化
は
、
物
語
の
中
で
は
あ
ま
り
描
か
れ
な
い
。
代
わ
り

に
、
終
盤
の
「
お
そ
ろ
し
き
事
物
が
た
り
し
て
聞
か
せ
申
さ
ん
」（
傍
線
部
⑧
）

と
い
う
若
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
読
者
の
想
像
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
形
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
違
い
を
意
識
し
つ
つ
、
次
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
末
部
分
を
確

認
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　

四

　

そ
れ
で
は
、
文
化
五
年
本
と
富
岡
本
そ
れ
ぞ
れ
の
結
末
を
見
て
み
よ
う
。

文 

乱
れ
た
る
世
は
鬼
も
出
で
て
人
に
交
は
り
、
人
亦
鬼
に
交
は
り
て
お
そ

れ
ず
。
よ
く
治
ま
り
て
は
神
も
鬼
も
い
づ
ち
に
は
ひ
か
く
る
る
、
跡
な

し
。
ふ
し
ぎ
な
し
。

⑨

ふ
し
ぎ
は
あ
る
べ
き
物
な
が
ら
、
世
し
づ
か
な
れ

ば
し
る
し
無
し
。
な
き
物
と
の
み
い
ふ
博
士
た
ち
、
愚
か
也
。

⑩

お
の
が

心
の
西
に
東
に
と
思
ふ
ま
ま
に
行
か
る
る
も
、
ふ
し
ぎ
也
。
文
に
た
ば
か

ら
れ
て
無
し
と
い
ふ
は
、
無
識
の
学
士
也
。
信
ず
べ
か
ら
ず
。

富 

こ
の
夜
の
事
は
、
神
人
が
百
年
を
生
き
延
び
て
、
日
な
み
の
手
習
ひ
し

た
る
に
、
書
き
し
る
し
た
る
が
あ
り
き
。
墨
く
ろ
く
、
す
く
す
く
し
く
、

誰
が
見
る
と
も
よ
く
読
む
べ
き
。
文
字
の
や
つ
し
は
大
か
た
に
あ
や
ま
り

た
り
。
お
の
れ
は
よ
く
書
き
た
り
と
お
も
ひ
し
な
ら
め
。

　

文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
、
物
語
の
語
り
手
の
「
ふ
し
ぎ
」
に

つ
い
て
の
持
論
で
終
わ
る
。
乱
れ
て
い
る
世
の
中
で
は
、
鬼
さ
え
も
出
て
き
て

人
に
入
り
紛
れ
、
人
も
ま
た
鬼
の
中
に
紛
れ
て
怖
が
ら
な
い
と
い
う
。「
ふ
し

ぎ
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
は
ず
の
物
だ
け
れ
ど
も
、
世
の
中
が
穏
や
か
な
ら

ば
、
神
も
鬼
も
ど
こ
か
に
ひ
そ
み
隠
れ
る
た
め
、
い
た
と
い
う
痕
跡
は
残
ら
な

い
（
傍
線
部
⑨
）。
そ
れ
を
わ
か
ら
ず
に
、「
ふ
し
ぎ
」
は
な
い
と
ば
か
り
言
う

学
者
た
ち
は
愚
か
で
あ
る
。
自
分
の
心
が
、
西
に
東
に
と
思
う
ま
ま
に
行
く
こ

と
が
で
き
る
の
も
、「
ふ
し
ぎ
」
で
あ
る
（
傍
線
部
⑩
）。「
ふ
し
ぎ
」
が
無
い

な
ど
と
言
う
見
識
の
な
い
学
者
は
、
信
じ
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
語

り
手
が
読
者
に
直
接
呼
び
か
け
る
よ
う
な
文
章
で
文
化
五
年
本
の
物
語
は
締
め

く
く
ら
れ
る
。
富
岡
本
を
含
め
た
他
本
で
は
、
一
連
の
出
来
事
が
神
人
の
書
付

に
よ
っ
て
後
世
に
残
さ
れ
、
語
り
手
が
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
筋
書
き
に

な
っ
て
お
り
、「
ふ
し
ぎ
」
論
に
よ
る
結
び
は
文
化
五
年
本
独
自
の
も
の
で
あ

る
。

　

語
り
手
の
言
う
「
ふ
し
ぎ
」
と
い
う
言
葉
が
、
作
中
の
何
を
指
す
か
に
つ
い

て
、
野
口
武
彦
氏
は
「
夢
の
対
話
篇
─
春
雨
物
語
『
目
ひ
と
つ
の
神
』
の
幻
視

界
─
」（

９
）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
学
識
者
な
る
も
の
が
、
た
と
え
ば
『
胆
大
小
心
録
』
の
第
二
十
九

条
で
、「
学
校
の
ふ
と
こ
ろ
親
父
、
た
ま
〳
〵
に
も
門
戸
を
出
ず
し
て
、

狐
人
を
魅
せ
ず
と
定
む
。
嗤
ふ
べ
し
〳
〵
」
と
罵
倒
さ
れ
た
中
井
履
件
の
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よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
し
あ

た
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
。
気
に
な
る
の
は
、
結
び
に
近
い
「
お
の
が
心

の
西
に
東
に
と
思
ふ
ま
ゝ
に
行
る
ゝ
も
、
ふ
し
ぎ
也
」
と
い
う
一
文
で
あ

る
。
自
分
の
心
が
西
に
も
東
に
も
自
在
に
往
還
で
き
る
の
も
世
の
不
思
議

の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
は
読
め
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
主
人
公
の
若
者
の
体
験
の
こ
と
で
な
い
か
。

　

野
口
氏
は
、「
お
の
が
心
の
西
に
東
に
と
思
ふ
ま
ま
に
行
か
る
る
も
、
ふ
し

ぎ
也
」（
傍
線
部
⑩
）
と
い
う
一
文
に
着
目
し
、「
ふ
し
ぎ
」
と
は
相
模
の
国
か

ら
老
曽
の
森
へ
や
っ
て
き
て
怪
異
と
邂
逅
す
る
若
者
の
体
験
の
こ
と
だ
と
解
釈

し
て
い
る
。
若
者
の
体
験
し
た
出
来
事
が
「
ふ
し
ぎ
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
は

首
肯
で
き
る
が
、
作
品
中
で
ど
の
よ
う
に
「
ふ
し
ぎ
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の

か
は
、
も
う
少
し
具
体
的
に
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
再
度

文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
を
引
用
し
、「
ふ
し
ぎ
」
と
結
び
つ
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
描
写
を
確
認
し
て
い
く
。

　

次
の
文
章
は
、
宴
に
参
加
し
た
若
者
に
、
目
ひ
と
つ
の
神
が
声
を
か
け
た
場

面
で
あ
る
。

文
「

⑪

汝
は
あ
づ
ま
の
者
よ
、
志
す
事
あ
り
て
宮
古
に
と
や
、
九
重
の
内
は

み
だ
れ
み
だ
れ
て
鬼
の
行
き
か
よ
へ
ば
、
高
き
い
や
し
き
な
く
心
す
さ
ま

じ
く
、
歌
よ
く
よ
ま
ん
と
て
は
林
に
か
く
れ
野
に
や
ど
る
者
の
み
ぞ
。
と

く
か
へ
れ
。
東
の
道
々
も
今
日
と
き
の
ふ
に
改
ま
り
て
、
ゆ
き
き
を
な
や

ま
す
也
。
山
伏
の
袖
に
つ
つ
ま
れ
て
、
と
く
か
へ
る
ぞ
よ
き
」
と
て
、
御

め
ぐ
み
の
物
が
た
り
た
ふ
と
し
。

　

目
ひ
と
つ
の
神
は
、
若
者
の
出
身
と
志
を
言
い
当
て
、
助
言
を
与
え
る
。
目

ひ
と
つ
の
神
曰
く
、
今
の
都
は
鬼
の
行
き
交
う
ほ
ど
乱
れ
て
い
る
の
で
、
都
の

人
々
の
心
は
寒
々
と
し
て
い
て
、
歌
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
歌

が
詠
め
る
の
は
田
舎
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
者
だ
け
な
の
で
、
早
く
故
郷
に
帰
る

よ
う
に
と
若
者
を
諭
す
。
こ
れ
以
前
に
、
若
者
が
自
分
の
素
性
を
怪
異
た
ち
に

述
べ
る
く
だ
り
は
な
い
が
、
目
ひ
と
つ
の
神
は
最
初
か
ら
そ
れ
を
見
抜
い
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
目
ひ
と
つ
の
神
が
い
か
に
し
て
若
者
の
情
報
を
得
た
か
は
、

僧
の
発
言
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
次
の
場
面
は
、
宴
に
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
僧

が
、
若
者
に
話
し
か
け
る
場
面
で
あ
る
。

文
「
若
き
者
よ
、
都
に
物
学
ば
ん
は
、
今
よ
り
五
百
年
の
む
か
し
也
。
和
歌

に
を
し
へ
あ
り
と
い
つ
わ
り
、
鞠
の
み
だ
れ
さ
へ
法
あ
り
と
て
、
つ
た
ふ

る
に
幣
ゐ
や
ゐ
や
し
く
も
と
む
る
世
な
り
。
己
歌
よ
ま
ん
と
な
ら
ば
、
心

に
お
も
ふ
ま
ま
を
囀
り
て
遊
べ
。（
中
略
）

⑫

目
一
つ
の
神
の
、
ま
な
こ
ひ

と
つ
を
て
ら
し
て
海
の
内
を
見
た
ま
ふ
に
、
す
む
国
な
し
と
て
こ
の
森
百

年
ば
か
り
こ
な
た
に
と
ど
ま
ら
せ
し
を
、
時
々
と
ひ
来
て
物
が
た
り
し
な

ぐ
さ
む
。
山
ぶ
し
の
め
ぐ
み
か
う
む
り
て
、
あ
や
う
か
ら
ず
故
郷
に
か
へ

り
、

⑬

一
人
の
母
に
つ
か
え
よ
」

　

僧
は
、
目
ひ
と
つ
の
神
と
同
じ
く
、
今
の
都
の
状
態
に
つ
い
て
若
者
に
話

す
。
僧
に
よ
る
と
、
都
で
歌
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
五
百
年
も
昔
の
こ

と
で
あ
る
と
い
う
。
今
の
都
は
風
情
が
無
く
、
騒
々
し
く
て
汚
ら
わ
し
い
も
の

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
目
ひ
と
つ
の
神
は
目
を
凝
ら
し
て
国
内
を
見
渡

し
て
み
た
が
、
住
む
こ
と
が
で
き
る
土
地
は
無
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、

目
ひ
と
つ
の
神
は
老
曽
の
森
に
百
年
ほ
ど
留
ま
っ
て
お
り
、
僧
は
そ
ん
な
神
を

慰
め
る
た
め
に
時
々
話
を
し
に
来
て
い
る
ら
し
い
。
最
後
に
、
僧
は
若
者
に
早

く
故
郷
に
帰
る
よ
う
に
言
う
が
、
若
者
の
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
詳
し
く
知
っ

て
い
る
の
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
笑
っ
て
答
え
な
い
。

　

僧
の
口
か
ら
、
目
ひ
と
つ
の
神
が
千
里
眼
の
よ
う
な
力
で
国
内
を
見
て
い
た

こ
と
が
明
か
さ
れ
る
（
傍
線
部
⑫
）。
こ
の
発
言
は
、
富
岡
本
に
は
見
ら
れ
な
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い
、
文
化
五
年
本
独
自
の
描
写
で
あ
る
。
目
ひ
と
つ
の
神
は
、
老
曽
の
森
に
居

な
が
ら
、
都
や
若
者
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
語
る
僧
も
ま
た
、
目
ひ
と
つ
の
神
の
言
葉
を
補
え
る
ほ
ど
、
都
の
様
子
に

詳
し
い
。
特
に
、
僧
が
最
後
に
言
っ
た
「
一
人
の
母
に
つ
か
え
よ
」（
傍
線
部

⑬
）
と
い
う
言
葉
は
、
若
者
が
都
行
き
す
る
前
に
母
と
交
わ
し
た
会
話
を
知
っ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
僧
は
、
目
ひ
と
つ
の
神
程
の
千
里
眼
は
持
た
な
い

も
の
の
、
言
語
に
頼
ら
ず
に
物
事
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
神
と
僧
の
不
思
議
な
力
に
は
、
文
化
五
年
本
末
尾
の
「
お
の
が
心
の
西
に
東

に
と
思
ふ
ま
ま
に
行
か
る
る
も
、
ふ
し
ぎ
也
」（
傍
線
部
⑩
）
と
い
う
語
り
手

の
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
化
五
年
本
に
登
場
す

る
怪
異
た
ち
は
、
語
り
手
の
考
え
る
「
ふ
し
ぎ
」
を
体
現
す
る
存
在
な
の
で
あ

る
。

　

こ
の
「
ふ
し
ぎ
」
の
力
は
、
目
ひ
と
つ
の
神
だ
け
で
な
く
、
人
間
で
あ
る
僧

も
持
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
人
間
も
こ
の
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
も
持
つ
こ
と
が
可
能
で
、「
お
の
が
心
の

西
に
東
に
と
思
ふ
ま
ま
に
行
か
る
る
」
力
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
指
す
の
か
。

こ
れ
は
、
物
語
を
想
像
す
る
力
、
即
ち
想
像
力
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
語

り
手
は
、「
ふ
し
ぎ
」
を
理
解
し
な
い
想
像
力
の
な
い
学
者
た
ち
を
批
判
す
る

だ
け
で
な
く
、
自
ら
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
物
語
を
想
像
し
て
読
者
に
そ
れ
を

追
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
想
像
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　

六

　

以
上
に
論
じ
て
き
た
物
語
の
構
造
は
、
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」

に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
読
者
は
若
者
と
と
も
に
「
ふ

し
ぎ
」
と
遭
遇
し
、
結
末
で
初
め
て
こ
の
物
語
の
語
り
手
の
「
ふ
し
ぎ
」
論
を

聞
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
ふ
し
ぎ
」
論
が
登
場
人
物
の
能
力
や
行
動
に
反
映

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
か
否
か
は
、
読
者
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
第

三
節
に
お
い
て
、
文
化
五
年
本
の
描
写
の
乏
し
さ
を
「
読
者
の
想
像
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
」
と
表
現
し
た
。
文
化
五
年
本
で
は
、
物
語
の
前
半

や
中
盤
で
は
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
が
、
終
盤
の
「
お
そ
ろ
し
き
事
物
が

た
り
し
て
聞
か
せ
申
さ
ん
」
と
い
う
若
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
物
語
の
外
で
補

足
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
補
足
を
行
う
の
は
、
読
者
の
想
像
力

で
あ
る
。
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の
読
者
は
、
語
り
手
の
「
ふ
し

ぎ
」
に
関
す
る
訴
え
を
聞
き
取
り
、
物
語
の
空
白
を
自
ら
の
想
像
力
で
補
う
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
は
、
終
盤
の
若
者

の
行
動
と
結
末
の
語
り
手
の
主
張
に
よ
っ
て
読
者
に
想
像
力
を
要
求
し
、
読
者

の
手
で
物
語
が
補
わ
れ
る
と
い
う
独
自
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
】
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１
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長
島
弘
明
「『
春
雨
物
語
』
の
自
筆
本
と
転
写
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成
研
究
』
東

京
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学
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版
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、
平
成
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文
学
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三
年
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月
）

 

（
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長
島
弘
明
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秋
成
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五
年
）
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り

か
ん
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平
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一
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。
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『
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期
文
学
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書
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４
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「
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三
年
五
月
）
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５
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遊
す
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ス
ト
『
春
雨
草
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』」（『
秋
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小
説
史
の
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ぺ
り
か
ん
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。
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世
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誠
社
、
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成
六
年
）
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６
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小
椋
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一
「『
春
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物
語
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目
ひ
と
つ
の
神
」
論
」（『
秋
成
と
宣
長
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世
文
学
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説
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翰
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書
房
、
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成
十
四
年
。
初
出
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大

国
文
』
第
一
二
五
号
、
平
成
十
一
年
六
月
）

 

（
７
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以
下
、
文
化
五
年
本
の
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
本
文
は
、『
春
雨
物
語
』（
三

弥
井
書
店
、
平
成
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年
）
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よ
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。

 

（
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以
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岡
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の
「
目
ひ
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」
本
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は
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潮
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装
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潮
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、
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十
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）
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。
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は
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口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
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四
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発
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頭
発
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。
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ま
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