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わびと数奇

中　村　修　也

A study of the cultural concepts about two terms : Wabi  and Suki

Syuya Nakamura

This paper is a case study of Wabi  and Suki  as cultural concepts. 
The image of Wabi  has until now not been interpreted. Here, I 
reconsider the concept of tea in line with historical records limited to 
the warring States period.

As a result, it is understood that although the original meaning of 
the tea ceremony was based on economic need, it developed into a 
formal ceremony. Suki  is a word born of enjoyment. However, the 
reception of tea came to be expressed by hermits as a special cultural 
entertainment. Then, as luxurious tea ceremony rooms came into 
being, the character changed.



は
じ
め
に

茶
の
湯
を
語
る
時
、「
わ
び
茶
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
登
場
す
る
。

と
い
う
よ
り
は
、
茶
の
湯
イ
コ
ー
ル
わ
び
茶
と
い
う
認
識

が
一
般
的
に
普
及
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
言
語
は
時
代
と
と
も
に
内
容
を
変
化
さ
せ
る
。

茶
の
湯
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
室
町
時
代
と
、
そ
の
後
の
江

戸
時
代
、
そ
し
て
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
明
治
・
大
正
と
、

現
代
に
属
す
る
昭
和
・
平
成
で
は
、
同
じ
「
茶
の
湯
」
と
い

う
言
葉
で
も
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
可
能
性
が
あ
る
。

か
ん
た
ん
に
考
え
て
も
、
流
派
も
家
元
も
存
在
し
な
か
っ

た
室
町
時
代
と
、
幕
藩
体
制
の
も
と
で
家
元
制
度
が
確
立
し

た
時
期
の
茶
の
湯
で
は
、
存
在
形
態
が
異
な
る
。
前
者
で
は

個
性
や
工
夫
が
重
視
さ
れ
、
後
者
で
は
点
前
作
法
の
遵
守
が

第
一
義
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
封
建
時
代
の
茶
の
湯

と
近
代
以
降
の
民
主
主
義
社
会
の
茶
の
湯
で
は
、
同
じ
家
元

制
度
を
と
っ
て
い
て
も
、
弟
子
と
宗
匠
の
距
離
感
が
異
な
っ

て
く
る
。
そ
の
う
え
、
明
治
・
大
正
期
は
近
代
西
洋
文
化
重

視
の
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
江
戸
時
代
以
来
の
流
派
茶
道
は

批
判
的
に
評
価
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
戦

後
の
日
本
で
は
、
裏
千
家
茶
道
の
世
界
的
な
広
が
り
も
見
ら

れ
、
茶
の
湯
は
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
背
景
が
異
な
る
「
茶
の
湯
」

を
一
つ
の
概
念
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無

理
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
茶
の
湯
の
重
要
タ
ー
ム
で
あ
る
、「
わ
び
」

と
「
数
奇
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
文
化
概
念
と
し
て
の
茶
の

湯
の
成
立
期
の
内
容
に
踏
み
込
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一　

わ
び
と
は
な
に
か

茶
の
湯
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
と
し
て
は
、
次
の
三

点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

①
茶
の
湯
と
は
わ
び
茶
を
意
味
す
る
。

②
わ
び
茶
は
村
田
珠
光
が
始
め
た
。

③
わ
び
茶
は
千
利
休
が
大
成
し
た
。

「
わ
び
茶
」
と
い
う
言
葉
を
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二

版
』
で
引
く
と
、「
侘
茶
」
の
項
目
が
立
ち
、「
わ
び
ち
ゃ
の

わびと数奇
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ゆ
」
を
引
く
よ
う
に
指
示
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
侘
茶
湯
」
を

引
く
と
、

東
山
時
代
に
流
行
し
た
書
院
飾
を
中
心
と
す
る
書
院
の

茶
の
湯
に
対
し
、
村
田
珠
光
以
後
に
流
行
し
た
、
わ
び

の
境
地
を
重
ん
ず
る
茶
の
湯
の
こ
と
。
千
利
休
が
強
調

し
、
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
一
般
に
、
質
素
閑

寂
な
茶
会
の
意
に
も
用
い
る
。
侘
茶
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
挙
げ
た
①
～
③
を
綜
合
す

る
と
、
こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
明
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
ず
、
室

町
時
代
後
期
に
、
村
田
珠
光
が
茶
の
湯
を
行
っ
た
と
い
う
史

料
は
存
在
し
な
い
し
、「
わ
び
の
境
地
」
を
重
ん
じ
た
茶
の

湯
が
流
行
し
た
と
い
う
直
接
の
史
料
も
な
い
。
千
利
休
が

「
わ
び
茶
」
を
強
調
し
た
と
い
う
史
料
も
な
い
し
、
ま
し
て

完
成
し
た
と
い
う
史
料
も
な
い
。
国
語
辞
典
の
国
語
学
的
な

字
義
に
つ
い
て
の
部
分
は
、「
質
素
閑
寂
な
茶
会
の
意
」
の

箇
所
だ
け
で
あ
り
、
他
は
歴
史
的
な
説
明
で
あ
る
。
そ
の
歴

史
的
な
説
明
が
、
実
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
と

す
る
と
、
こ
の
辞
典
の
説
明
は
正
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

と
は
い
え
、
他
の
辞
典
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
し

か
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
、
比
較
的
一
般
的
な
「
わ
び
茶
」
の
理
解
の
例
と

し
て
、
草
薙
正
夫
氏
の
『
幽
玄
美
の
美
学（
１
）』
を
挙
げ
て
み
た

い
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

寂
庵
宗
沢
の
『
禅
茶
録
』
に
お
い
て
、「
佗
の
一
字

は
、
茶
道
に
お
い
て
重
じ
用
ひ
て
、
持
戒
と
な
せ
り
」、

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
わ
び
」
は
茶
道
の
根
本

的
精
神
と
せ
ら
れ
、
ま
た
自
分
を
「
佗
つ
く
し
た
る
わ

び
人
」
と
称
し
た
芭
蕉
に
お
い
て
も
、「
わ
び
」
は
俳

諧
の
根
本
精
神
と
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
わ
び
」
の

類
縁
語
と
解
さ
れ
る
「
さ
び
」
が
、
平
安
末
期
の
歌
人

藤
原
俊
成
以
後
心
敬
を
経
て
、
芭
蕉
に
至
る
ま
で
の
多

く
の
歌
人
や
連
歌
師
に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
に
お
け
る

美
的
概
念
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
系
譜
を

か
え
り
み
て
も
、「
わ
び
」
が
中
世
以
後
の
日
本
芸
術

の
理
念
を
理
解
す
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
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重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
は
何
人
も
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
何
ら
事
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

多
く
の
茶
人
た
ち
が
抱
い
て
い
る
「
わ
び
茶
」
の
理
解
も
、

ほ
ぼ
草
薙
氏
の
見
解
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
代
茶

人
が
、
茶
の
湯
を
そ
う
し
た
「
わ
び
の
精
神
」
に
基
い
た
も

の
と
理
解
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
現
代
茶
の
湯
の
目
指
す

所
が
、
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
な
立
場
に
身
を
置
く
と
、
か
ん
た
ん
に

「
わ
び
」
を
「
茶
道
の
根
本
精
神
」
と
は
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
信
頼
に
た
る
史
料
の
存

在
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
草
薙
氏
が
論

拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
寂
庵
宗
沢
の
『
禅
茶
録
』
の
成
立
は

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
の
茶

論
書
を
も
っ
て
、「
茶
道
の
根
本
精
神
」
を
証
明
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。『
禅
茶
録
』
が
我
々
に
提
示
し
て
く
れ
る

の
は
、
十
九
世
紀
に
は
禅
僧
の
立
場
か
ら
茶
の
湯
を
論
じ
た

場
合
、「
わ
び
」
が
茶
道
の
持
戒
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
認

識
が
も
た
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
を
室

町
末
期
の
茶
の
湯
成
立
期
に
ま
で
は
敷
衍
さ
せ
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

ま
た
、「
さ
び
」
が
平
安
期
以
降
、
近
世
元
禄
期
ま
で
、

日
本
の
美
意
識
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
も
、「
わ
び
」
を
「
さ
び
」
と
同
一
視
し
て
よ
い
論
理
は

ど
こ
に
も
な
い
。「
わ
び
」
と
「
さ
び
」
は
音
韻
的
に
似
た

響
き
を
も
つ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
字
義
ま
で
同
じ
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
安
易
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
矢
部
良
明
氏
の
明
確
な
指
摘
が
あ
る
。

矢
部
氏
は
中
世
文
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
冷
・
凍
・
寂
・

枯
」
の
四
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（
２
）。

茶
の
湯
者
た
ち
は
単
な
る
茶
数
寄
か
ら
離
れ
て
、
あ
え

て
無
表
情
に
近
い
無
名
の
工
芸
に
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴

び
せ
、「
冷
・
凍
・
寂
・
枯
」
の
美
意
識
に
支
え
ら
れ

た
深
い
精
神
性
を
求
め
る
茶
の
湯
を
推
進
し
て
い
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
能
・
連
歌
な
ど
の
強
力
な
援
軍
が
い
た

の
で
あ
る
。

矢
部
氏
の
論
に
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
な
い
部
分
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
中
世
人
に
と
っ
て
連
歌
・
能
が

わびと数奇
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必
須
の
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け

る
美
意
識
が
「
冷ひ
え

・
凍し
み

・
寂さ
び

・
枯か
れ

」
で
あ
り
、「
佗
」
が
含

ま
れ
な
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
矢
部
氏
は
さ
ら
に
、

「
侘
」
は
室
町
・
桃
山
・
江
戸
前
期
に
あ
っ
て
は
字

義
ど
お
り
の
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
は
ち
、
う
ら
ぶ
れ

て
将
来
の
期
待
を
失
っ
た
不
如
意
の
生
活
状
態
を
意
味

し
て
お
り
、
具
体
的
に
侘
数
寄
と
い
っ
た
と
き
、
そ
れ

は
、
有
産
望
門
の
茶
の
湯
で
は
な
い
。
手
許
不
如
意
・

道
具
不
如
意
の
茶
の
湯
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
主
張
す
る（
３
）。

矢
部
氏
の
論
で
は
、
茶
の
湯
が
文
化
と
し
て

成
立
し
た
時
点
で
は
、
規
範
と
し
た
美
意
識
は
、
あ
く
ま
で

「
冷
・
凍
・
寂
・
枯
」
の
四
つ
で
あ
り
、「
侘
」
が
登
場
す

る
の
は
『
南
方
録
』
の
登
場
を
待
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

首
肯
す
べ
き
意
見
だ
と
考
え
る
。

そ
の
『
南
方
録
』「
滅
後
」
二
に
は
、

サ
テ
又
佗
ノ
本
意
ハ
、
清
浄
無
垢
ノ
仏
世
界
ヲ
表
シ
テ
、

コ
ノ
露
地
・
草
庵
ニ
至
テ
ハ
、
塵
芥
ヲ
払
却
シ
、
主
客

ト
モ
ニ
直
心
ノ
交
ナ
レ
バ
、
規
矩
寸
尺
、
式
法
等
、
ア

ナ
ガ
チ
ニ
不
可
云
。
火
ヲ
ヽ
コ
シ
、
湯
ヲ
ワ
カ
シ
、
茶

ヲ
喫
ス
ル
マ
デ
ノ
コ
ト
也
。
他
事
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
コ

レ
則
仏
心
ノ
露
出
ス
ル
所
也
。

と
あ
り
、
佗
が
一
つ
の
精
神
性
を
も
っ
た
用
語
と
し
て
認
識

さ
れ
、
そ
れ
が
茶
の
湯
に
生
か
さ
れ
て
い
る
状
況
を
描
い
て

い
る
。
さ
ら
に
同
書
「
棚
」
一
に
は
、「
宗
易
ハ
又
草く
さ
ぶ
き茨
の

小
座
敷
を
専
に
し
、
わ
び
を
致
さ
れ
し
故
、
紹
鷗
の
座
敷
も
、

書
院
と
小
座
敷
の
間
の
物
ニ
成
し
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

利
休
の
茶
の
湯
が
わ
び
茶
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
の
が
矢
部
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
更
な
る
論

証
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
矢
部
氏
の
指

摘
は
正
鵠
を
得
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
わ
び
」
を
美
意
識
と
理
解
し
て
、
茶
の
湯
と

結
び
つ
け
、
そ
の
創
始
を
千
利
休
と
し
た
『
南
方
録
』
の
成

立
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
た
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
年
）
な

の
で
あ
る
。
利
休
没
後
百
年
を
経
て
の
こ
と
と
な
る
。
西
山

松
之
助
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、『
南
方
録
』
は
福
岡
黒
田
藩

の
家
臣
・
立
花
実
山
（
一
六
五
五―

一
七
〇
八
）
の
手
に

よ
っ
て
、
利
休
百
回
忌
を
強
く
意
識
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の

と
い
う（
４
）。

こ
の
『
南
方
録
』
に
関
す
る
見
解
は
、
以
後
も
熊
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倉
功
夫
氏
に
引
き
継
が
れ
て
い
る（
５
）。

と
す
る
と
、
茶
の
湯
が
本
来
、「
わ
び
」
を
根
本
と
し
た

と
い
う
こ
と
は
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
む

し
ろ
、
江
戸
中
期
に
至
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、

利
休
の
茶
の
湯
を
「
わ
び
茶
」
と
称
す
る
こ
と
に
は
慎
重
を

要
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
一
度
定
着
し
た
「
わ
び
茶
」
概
念
を
払
拭
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
早
く
に
、
望
月
信
成
氏
が
次

の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る（
６
）。

「
わ
び
」
は
「
わ
び
し
い
」
と
い
う
言
葉
で
代
表
さ

れ
る
窮
乏
困
憊
に
近
い
状
態
を
示
し
た
言
葉
と
解
す

る
こ
と
、
次
に
閑
居
を
楽
し
む
と
か
、
し
ぶ
み
、
さ
び
、

地
味
と
か
い
う
言
葉
と
共
通
す
る
意
味
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
な
ど
の
説
が
あ
る
が
、
し
か
し
現
在
わ
れ
わ
れ
が

常
識
的
に
使
用
す
る
「
わ
び
茶
」
の
「
わ
び
」
は
そ
の

よ
う
な
貧
乏
の
間
の
茶
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
閑
居
す
る
隠
居
老
人
だ
け
が
悦
ぶ
茶
で
も
な
い
は

ず
で
あ
る
。
も
っ
と
異
な
っ
た
、
深
い
広
い
意
味
が
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
否
そ
う
あ
る
べ
き
は

ず
の
も
の
と
私
は
考
え
る
。
要
す
る
に
「
大
言
海
」
な

ど
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
「
わ
び
」
の
意
味
に
私
は
喰
い

足
ら
な
い
も
の
を
感
じ
、
さ
ら
に
深
い
広
い
芸
術
性
、

文
化
性
の
あ
る
解
釈
を
施
し
て
み
た
い
衝
動
に
か
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

望
月
氏
は
、
明
治
二
十
二
年
生
ま
れ
で
、
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
美
学
及
美
術
史
学
科
を
卒
業
し
、
京
都
博
物
館
・
大

阪
美
術
館
を
経
て
、
大
阪
市
立
美
術
館
長
を
勤
め
ら
れ
た
美

術
の
専
門
家
で
あ
る
。
美
術
系
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
し
て
、

「
わ
び
」
に
文
化
性
を
求
め
た
い
気
持
ち
は
、
と
て
も
よ
く

理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
元
禄
期
以
降
に
限
定
す
れ
ば
、
そ

れ
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
は
、「
喫
茶
」
と
「
茶
の
湯
」
を
区
別
し

な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
発
生
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
禅
茶
」

と
い
う
言
葉
は
は
な
は
だ
や
っ
か
い
で
、
禅
と
喫
茶
を
意
味

す
る
場
合
と
、
禅
と
茶
の
湯
を
関
連
付
け
て
使
わ
れ
る
場
合

の
両
方
が
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

禅
宗
寺
院
に
お
い
て
茶
は
必
須
の
存
在
で
あ
り
、
日
常
的

に
喫
茶
の
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た（
７
）。
と
こ
ろ
が
、
茶
の
湯
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が
あ
る
時
期
か
ら
禅
宗
を
精
神
的
支
柱
と
し
た
た
め
に
「
禅

茶
」
と
い
う
言
葉
は
、
茶
の
湯
に
お
け
る
精
神
修
養
と
し
て

の
禅
宗
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
禅
宗

の
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る
修
行
と
し
て
の
生
活
様
式
の
一
環

と
し
て
、「
わ
び
」
た
生
活
と
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
、
禅

と
「
茶
の
湯
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
中
世
の
あ
る
時
期
か
ら
、
た
し
か
に
茶
の
湯
は
禅

と
強
い
結
び
つ
き
を
も
つ
。
そ
し
て
近
世
に
な
る
と
「
わ

び
」
も
美
意
識
の
一
つ
と
し
て
確
立
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
時

期
は
、
お
そ
ら
く
は
利
休
百
回
忌
を
迎
え
た
元
禄
期
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で

押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
近
世
中
期
以
降
の
茶
の
湯
お

よ
び
そ
の
精
神
と
戦
国
期
の
茶
の
湯
を
同
一
視
す
る
根
拠
は

今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
述
の
望
月
氏
も
、
あ
る
程
度
は
「
わ
び
」
を
歴
史
的
に

捉
え
よ
う
と
し
て
い
る（
８
）。

禅
僧
が
一
衣
一
鉢
の
簡
素
な
日
常
生
活
を
し
て
い
る
こ

と
は
何
び
と
も
知
る
通
り
で
あ
り
、
そ
の
禅
に
触
発
さ

れ
て
発
生
し
た
茶
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
初
め
に
「
わ
び

茶
」
式
の
茶
道
が
生
れ
出
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
も

決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、

書
院
の
茶
は
む
し
ろ
将
軍
家
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た

接
客
の
儀
式
が
集
成
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
書
院
の
茶
が
簡
素
化
し
て
わ

び
茶
に
な
っ
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
、
わ
び
茶
は
書
院
の
茶
と
は
別
途
を
た
ど
り
、

禅
門
の
あ
い
だ
、
あ
る
い
は
禅
林
に
出
入
す
る
風
流
人

の
あ
い
だ
で
、
娯
し
み
の
た
め
に
喫
茶
し
た
の
が
簡
素

な
儀
式
と
な
り
、
書
院
の
茶
か
ら
も
儀
式
の
一
部
を
か

り
て
、
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。

と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
大
正
・
昭
和
の
茶
の
湯
を

見
て
、
わ
び
茶
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
立
脚
点
に
立
っ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
同
時
代
的
な
発
想
と
し
て
あ

り
う
べ
き
文
化
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
想
念
的
な

も
の
で
あ
り
、
史
料
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
茶
の
湯
を
美
学
的
、
思
想
的
に
考
え
よ
う
と
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い
う
発
想
は
、
岡
倉
天
心
に
始
ま
り
、
久
松
真
一
氏
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

岡
倉
天
心
は
、
か
の
著
名
な
『
茶
の
本
』
の
冒
頭
部
分
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る（
９
）。

茶
は
薬
用
と
し
て
始
ま
り
後
飲
料
と
な
る
。
シ
ナ
に

お
い
て
は
八
世
紀
に
高
雅
な
遊
び
の
一
つ
と
し
て
詩
歌

の
域
に
達
し
た
。
十
五
世
紀
に
至
り
日
本
は
こ
れ
を
高

め
て
一
種
の
審
美
的
宗
教
、
す
な
わ
ち
茶
道
に
ま
で
進

め
た
。

天
心
は
、
十
五
世
紀
つ
ま
り
室
町
時
代
に
茶
は
審
美
的
宗

教
性
を
も
っ
た
「
茶
道
」
と
い
う
文
化
に
昇
華
し
た
こ
と
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

茶
は
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
は
飲
む
形
式
の
理
想
化
よ
り

以
上
の
も
の
と
な
っ
た
。
今
や
茶
は
生
の
術
に
関
す
る

宗
教
で
あ
る
。
茶
は
純
粋
と
都
雅
を
崇
拝
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
主
客
協
力
し
て
、
こ
の
お
り
に
こ
の
浮
世
の

姿
か
ら
無
上
の
幸
福
を
作
り
出
す
神
聖
な
儀
式
を
行
う

口
実
と
な
っ
た
。
茶
室
は
寂せ
き
ば
く寞

た
る
人
世
の
荒
野
に
お

け
る
沃よ
く
ち地
で
あ
っ
た
。
疲
れ
た
旅
人
は
こ
こ
に
会
し

て
芸
術
鑑
賞
と
い
う
共
同
の
泉
か
ら
渇か
わ
きを
い
や
す
こ
と

が
で
き
た
。（
中
略
）
そ
の
す
べ
て
の
背
後
に
は
微
妙

な
哲
理
が
潜
ん
で
い
た
。
茶
道
は
道
教
の
仮
り
の
姿
で

あ
っ
た
。

と
述
べ
る）

（（
（

。
天
心
は
茶
の
湯
を
禅
で
は
な
く
、
道
教
と
結
び

つ
け
て
考
え
た
。
廃
仏
毀
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
明
治
期
に

あ
っ
て
は
、
茶
道
と
仏
教
を
結
び
つ
け
る
の
は
得
策
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
禅
を
否
定
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。

茶
と
禅
と
の
関
係
は
世
間
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
茶
の

湯
は
禅
の
儀
式
の
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
教
の
始
祖

老
子
の
名
も
ま
た
茶
の
沿
革
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

（
中
略
）
こ
こ
で
い
う
道
教
と
禅
道
と
に
対
す
る
興
味

は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
茶
道
と
し
て
実
際
に
現
わ
れ

て
い
る
、
人
生
と
芸
術
に
関
す
る
そ
れ
ら
の
思
想
に
存

す
る
の
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
天
心
は
、「
禅
道
は
道
教
と
同
じ
く
相

対
を
崇
拝
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
が
互
い
を
認
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め
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
立
て
、
茶
の
湯
に
お
い

て
「
道
教
は
審
美
的
理
想
の
基
礎
を
与
え
禅
は
こ
れ
を
実

際
的
な
も
の
と
し
た）

（（
（

」
と
説
い
た
。
天
心
に
と
っ
て
、
茶
の

湯
が
本
当
に
道
教
的
な
要
素
が
強
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た

の
か
ど
う
か
は
議
論
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
心

が
『
茶
の
本
』
を
、
欧
米
人
に
東
洋
の
文
化
を
理
解
さ
せ

よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
執
筆
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か

で
、
そ
の
際
に
、
三
大
宗
教
の
一
つ
と
し
て
知
れ
渡
っ
て
い

る
仏
教
よ
り
も
、
神
秘
的
な
道
教
を
持
ち
出
し
た
方
が
、
イ

ン
パ
ク
ト
が
強
い
と
企
ん
だ
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ま

た
、
天
心
自
身
が
老
子
的
な
生
き
方
に
憧
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
天
心
は
茶
の
湯
を
道
教
的
な
審
美
眼

で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
実
は
「
わ
び
」
と
い
う
概

念
は
持
出
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
訳
者
で
あ
る
村
岡
氏
の
影

響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
は
「
わ
び
」
と
表
現
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
、「
簡
素
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
ら
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
「
わ
び
」
の
概
念
を
欧
米
人

に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
考
え
て
の
上
の
表
現
か
も
し

れ
な
い
。
天
心
が
「
わ
び
」「
禅
茶
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら

な
い
は
ず
が
な
い
か
ら
、
な
ぜ
、「
わ
び
」
と
い
う
概
念
を

『
茶
の
本
』
に
持
出
さ
な
か
っ
た
か
は
、
か
ん
た
ん
に
は
結

論
付
け
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
天
心
の
『
茶
の
本
』
を
読
ん
だ
久
松

真
一
氏
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
わ
び
」
概
念
を
持
ち
出
す
。

久
松
氏
が
昭
和
二
十
七
年
に
行
っ
た
京
大
心
茶
会
創
立
十
周

年
記
念
講
演
会
に
お
け
る
講
演
筆
録
を
も
と
に
し
た
『
茶
道

の
哲
学）

（（
（

』
に
は
、

茶
道
の
正
統
で
あ
る
佗
茶
は
、
貴
賤
貧
富
の
別
な
く
何

人
に
も
解
放
さ
れ
た
高
い
文
化
的
生
活
で
あ
り
ま
し
た
。

茶
道
は
太
閤
の
学
問
所
で
あ
り
、
武
士
の
道
場
で
あ
り
、

人
々
の
安
息
所
で
あ
っ
た
。
茶
道
は
た
だ
、
一
時
の
風

流
を
た
の
し
む
と
か
、
た
だ
普
通
の
軽
い
安
息
を
得
る

と
か
い
う
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
深
い
宗
教
的
慰
安

の
道
で
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

と
断
言
し
て
い
る
。「
茶
道
の
正
統
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
か
ら
問
題
は
始
ま
る
。
家
元
制
が
始
ま
っ
た
江
戸
時
代

に
お
い
て
は
、「
〇
〇
流
の
正
統
は
〇
〇
家
」
と
い
う
言
い
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方
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
と
い
う
も
の
が
成
立
し

た
時
点
で
、
家
元
の
点
前
が
正
統
性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
茶
の
湯
が
ま
だ
流
派
を
持
た
な
い
段
階
で
、
ど
の

よ
う
な
基
準
を
も
っ
て
正
統
と
論
じ
る
の
か
、
そ
の
基
準
を

示
さ
な
い
で
、「
正
統
」
か
そ
う
で
な
い
か
を
論
じ
る
こ
と

は
無
意
味
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
侘
茶
」
が
何
故
、「
茶
道
の
正
統
」
な
の

か
、
久
松
氏
の
文
章
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
茶
道
が
禅

を
庶
民
に
普
及
さ
せ
た
か
ら
だ
と
い
う
風
に
受
け
取
れ
る
。

た
と
え
ば
、

茶
道
は
そ
の
禅
と
い
う
も
の
を
、
禅
宗
の
寺
院
の
中
に

お
か
な
い
で
一
般
庶
民
の
家
庭
の
中
に
も
ち
こ
ん
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
庶
民
の
高
い
文
化
生
活
を
形
成
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。

と
書
か
れ
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、

利
休
は
庶
民
的
禅
文
化
を
形
成
し
、
庶
民
を
し
て
そ
れ

に
参
ぜ
し
め
、
新
し
い
様
式
の
生
活
を
創
造
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
茶
道
は
新
生
活
様
式
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
中
に
は
日
常
生
活
が
す
べ
て
綜
合
的
に
包
括
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
っ
た
記
述
も
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
利
休
が
庶
民
に
禅

文
化
を
茶
の
湯
を
通
し
て
伝
授
し
た
と
い
う
根
拠
は
『
南
方

録
』
で
あ
っ
た
。『
南
方
録
』
が
立
花
実
山
の
創
作
物
で
あ

れ
ば
、
一
気
に
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
茶
の
湯
・
禅
・
わ
び
の
連
携
に
は
『
南
方

録
』
と
い
う
後
世
の
創
作
史
料
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
が
取
ら
れ
る

の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
久
松
氏
の
論
考
か
ら
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

久
松
氏
の
『
茶
道
の
哲
学
』
に
は
、
昭
和
十
六
年
に
久
松

氏
が
京
大
心
茶
会
を
創
立
し
た
際
に
著
し
た
「
茶
道
箴
」
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
佗
数
奇
」
の
項
に
、「
佗

茶
人
と
い
い
ま
す
と
、
貧
乏
な
茶
人
と
い
う
意
味
に
一
般

に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と
わ
び
の
本
来
的
な
意
味
に
触
れ
、

『
山
上
宗
二
記
』
を
引
用
し
て
、
戦
国
期
に
お
い
て
は
、

佗
数
奇
と
い
う
言
葉
で
は
、
ど
の
場
合
に
も
道
具
が
な

い
茶
と
い
う
こ
と
が
佗
数
奇
の
茶
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
佗
と
い
う
言
葉
の
も
と
の

わびと数奇
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意
味
が
や
は
り
出
て
お
り
ま
す
。

と
、
わ
び
の
字
義
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る）

（（
（

。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
久
松
氏
の
思
い
は
、
歴
史
的
な
事
実
を
超
越
し
て
、

次
の
よ
う
な
思
考
へ
と
突
き
進
む）

（（
（

。

も
し
佗
数
奇
と
か
佗
茶
と
か
い
う
こ
と
が
、
た
だ
道
具

の
な
い
茶
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
佗
茶
人
と
い
う

も
の
が
、
単
に
道
具
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
極
端
に

言
っ
て
、
一
物
も
な
い
茶
人
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
尽

き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
佗
と
い
う
言
葉
は
、
特
に
茶

の
す
ぐ
れ
た
あ
り
方
と
か
、
理
想
的
な
あ
り
方
と
か
い

う
も
の
と
は
無
関
係
な
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
茶
の

あ
り
方
と
し
て
理
想
的
な
、
真
実
な
あ
り
方
だ
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
実
に
そ
れ
は
無

意
味
な
言
葉
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
、
た
い
へ
ん
残
念
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
わ
び
茶
」
に

拘
泥
し
た
結
果
に
生
じ
た
弊
害
と
言
え
よ
う
。
戦
国
期
に
は
、

佗
茶
以
外
の
茶
の
湯
も
存
在
し
た
わ
け
で
、
そ
う
し
た
茶
の

湯
の
文
化
性
を
歴
史
的
に
追
及
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
茶
の
湯
・
禅
・
わ
び
と
い
う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

に
と
ら
わ
れ
て
、
他
の
茶
の
湯
へ
の
視
線
が
か
き
消
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
佗
茶
が
「
茶
の
あ
り
方
と
し
て
理
想

的
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
証
は
な
さ
れ
ず
、
思

い
込
み
だ
け
が
理
想
像
を
生
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
久
松

氏
の
思
い
は
、
次
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
。

し
か
し
佗
茶
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
を
よ
く
考

察
し
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
非
常
に
深
い
、
す
ぐ
れ
た

内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
道
具
が

な
い
茶
と
い
う
よ
う
な
ご
く
単
純
な
意
味
の
言
葉
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
単
に
物
を
持
た
な
い

と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
他
の
深
い
複
雑
な
意

味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
こ
こ
で
久
松
氏
が
、「
非
常
に
深
い
、

す
ぐ
れ
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
茶
の
湯
は
、

昭
和
十
六
年
に
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
茶
の
湯
で
あ
り
、
彼

が
心
茶
会
で
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
る
茶
の
湯
の
こ
と
で
あ

る
。
け
っ
し
て
戦
国
期
の
、
利
休
が
生
き
た
時
代
の
茶
の
湯

の
こ
と
で
は
な
い
。
久
松
氏
の
思
考
の
中
で
、
現
実
の
茶
の

湯
と
歴
史
上
の
茶
の
湯
が
混
然
と
一
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
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る
の
で
あ
る
。

二　
『
山
上
宗
二
記
』
の
わ
び

す
で
に
久
松
真
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
通
り
、
中
世
に
お
け

る
「
わ
び
」
は
経
済
的
な
窮
乏
を
意
味
す
る
。
国
語
的
に
は

そ
れ
で
よ
い
が
、
歴
史
的
に
史
料
に
即
し
て
、
茶
の
湯
の
世

界
で
も
、
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
時
に
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
利
用
さ
れ
る
『
山
上
宗
二
記
』
の
検
証
を
行
う
こ

と
と
す
る
。

神
津
朝
夫
氏
は
、
芳
賀
幸
四
郎
氏
が
『
わ
び
茶
の
研
究
』

の
中
で
指
摘
し
て
い
る
わ
び
の
美
意
識
は
、
実
は
「
寂
」
の

美
意
識
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
矢
部
良
明
氏
が
「
わ
び
」

が
美
意
識
と
し
て
登
場
す
る
の
は
『
南
方
録
』
以
降
で
あ
る

と
指
定
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
た
う
え
で
、
利
休
の
師
と
さ

れ
る
武
野
紹
鷗
の
茶
の
湯
も
「
わ
び
茶
」
で
は
な
か
っ
た
と

指
摘
す
る）

（（
（

。

紹
鷗
の
茶
の
湯
は
、
わ
び
茶
と
は
逆
に
、
室
町
将
軍
家

の
愛
好
し
た
高
価
な
輸
入
品
で
あ
る
唐
物
茶
道
具
を
茶

会
に
積
極
的
に
持
ち
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
紹
鷗
に
は

そ
れ
を
集
め
る
財
力
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
趣
味
は
堺
の

豪
商
茶
人
た
ち
に
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
神
津
氏
は
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』

第
一
部
五
十
九
章
の
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
二
月
頃
の
ア

ル
メ
イ
ダ
修
道
士
の
書
簡
を
引
用
し
て
、
日
比
屋
了
珪
に
招

か
れ
た
ア
ル
メ
イ
ダ
が
、
豪
華
な
茶
道
具
を
見
せ
ら
れ
た
こ

と
を
論
拠
に
、

紹
鷗
没
後
十
年
、
利
休
が
四
十
四
歳
の
時
に
あ
た
る
こ

の
頃
に
な
っ
て
も
、
豪
商
た
ち
の
茶
会
の
目
的
が
豪
華

な
茶
道
具
を
見
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
は
っ
き

り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
指
摘
す
る）

（（
（

。
こ
れ
は
、
神
津
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
よ
り
は
、
ど
の
時
代
に
も
豪
華
な
品
が
嫌
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
豪
華
で
あ
る
だ
け
の
品
に
対
す
る

批
判
と
い
う
も
の
も
、
ど
の
時
代
に
も
存
在
す
る
が
、
そ
う

し
た
評
価
が
一
方
的
で
あ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
黄
金
が
永

遠
に
輝
き
を
失
わ
ず
、
万
人
の
憧
れ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
津
氏

わびと数奇
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の
指
摘
は
、
日
比
屋
了
珪
が
豪
華
な
茶
道
具
を
自
慢
し
て
い

た
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
の
茶

人
す
べ
て
が
、
そ
う
し
た
豪
華
主
義
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な

い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、「
わ
び
茶
」
論
を
展
開
し
て
い
る
人
た
ち
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
か
ら
す
で
に
、
不
足
の
美
や

「
冷
・
凍
・
寂
・
枯
」
と
い
っ
た
美
意
識
は
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
戦
国
時
代
に
も
当
然
、
そ
れ
ら
の
美
意
識
は

存
在
し
て
い
た
。
両
者
は
併
存
し
て
い
て
こ
そ
、
相
手
を
際

立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
神
津
氏
は
、
千
利
休
と
わ
び
茶
の
関
係
に
つ

い
て
は
肯
定
的
で
あ
る
。

利
休
が
若
い
頃
に
千
家
は
苦
境
に
あ
っ
て
貧
し
か
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
利
休
の
父
親
は
茶
の
湯
を
し
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
利
休
の
茶
道
具
は
す
べ
て
自

力
で
集
め
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
利
休
は
当
初
は
ま
さ
に
侘
数
寄
の
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
近
い
境
遇
で
茶
の
湯
を
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唐
物
を
ひ
け
ら
か
す
豪
商
茶

人
た
ち
を
横
目
に
見
な
が
ら
、
利
休
は
茶
の
湯
に
つ
い

て
の
思
索
を
深
め
、
茶
の
湯
の
核
心
を
道
具
以
外
に
求

め
、
わ
び
茶
に
つ
い
て
一
つ
の
信
念
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
商
売
で
成
功
し
、
唐
物
を
多

少
手
に
し
た
あ
と
も
、
利
休
は
そ
の
茶
の
湯
を
貫
い
た

の
で
あ
る
。

と
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
神
津
氏

の
指
摘
は
、
史
料
的
裏
付
け
の
な
い
推
測
で
あ
る
。
利
休
の

父
親
の
こ
と
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
史
料
が
な
い
人
物
で
あ
る
。

彼
が
茶
の
湯
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
論
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
史
料
が
な
い
分
、
当
時
の
堺
商

人
と
し
て
、
商
売
上
の
付
き
合
い
の
上
か
ら
も
、
嫌
で
も
茶

の
湯
の
手
ほ
ど
き
く
ら
い
は
受
け
て
い
た
と
推
測
す
る
方
が
、

ま
だ
首
肯
で
き
る
。
利
休
の
父
親
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
こ

と
は
、
利
休
の
逆
修
か
ら
推
測
で
き
、
利
休
が
若
い
頃
苦
労

し
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
推
測
を

越
え
た
想
像
で
し
か
な
い
。「
唐
物
を
ひ
け
ら
か
す
」
と
書

い
て
い
る
が
、
唐
物
を
所
有
し
て
、
そ
れ
を
茶
会
に
出
さ
な

い
の
も
嫌
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
利
休
が
横
目
で
見
て
い
た
可

文教大学　言語と文化　第�5号

（��）
－��4－



能
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
茶
の
湯
を
利
休
が
否
定
し
た

と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
羨
望
の
眼
差
し
で
見
て
い
た
可
能

性
も
あ
る
。

堺
町
衆
の
茶
の
湯
が
わ
び
茶
で
は
な
い
と
し
た
神
津
氏
が
、

な
に
ゆ
え
、
利
休
に
関
し
て
の
み
、
わ
び
茶
の
可
能
性
を
考

え
て
し
ま
う
の
か
不
思
議
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
神
津
氏

が
珠
光
の
わ
び
茶
を
認
め
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
神
津
氏
は
、『
南
方
録
』
の
利
休
の
師
は
紹
鷗
と
い

う
記
述
を
否
定
し
て
、
利
休
の
師
を
辻
玄
哉
に
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
辻
玄
哉
は
連
歌
の
世
界
を
知
る
に
つ
れ
て
、「
茶
道

具
を
買
い
集
め
て
見
せ
る
だ
け
の
よ
う
な
茶
の
湯
に
し
だ
い

に
批
判
的
」
に
な
っ
て
ゆ
き
、
弟
子
の
利
休
に
侘
数
寄
を
伝

え
た
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

し
か
し
、
辻
玄
哉
の
茶
の
湯
が
わ
び
茶
で
あ
っ
た
と
い
う

の
も
根
拠
の
な
い
話
で
あ
る
。
連
歌
に
親
し
む
う
ち
に
、
連

歌
の
枯
淡
の
美
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、

か
ん
た
ん
に
は
言
え
な
い
話
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
津
氏

は
紹
鷗
の
わ
び
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
紹
鷗
こ
そ
は
、

『
山
上
宗
二
記
』
で
「
三
十
の
年
ま
で
連
歌
師
に
候
」
と
評

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
津
論
に
従
え
ば
、
連
歌
に
親

し
ん
だ
紹
鷗
の
茶
の
湯
が
わ
び
で
な
い
な
ら
ば
、
辻
玄
哉
の

茶
の
湯
も
や
は
り
わ
び
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
山
上
宗
二
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

心
敬
法
師
、
連
歌
の
語
に
い
わ
く
、
連
歌
の
仕
様
は
、

枯
れ
か
し
け
て
寒
か
れ
と
い
う
。
こ
の
語
を
紹
鷗
、
茶

の
湯
の
果
て
は
か
く
の
如
く
あ
り
た
き
物
を
、
な
ど
常

に
申
さ
る
の
よ
し
、
辻
玄
哉
、
語
り
伝
え
候
。

神
津
論
に
従
っ
て
、
紹
鷗
の
茶
の
湯
が
わ
び
茶
で
な
い
と

す
る
と
、『
山
上
宗
二
記
』
の
こ
の
箇
所
の
記
事
は
信
頼
で

き
な
い
こ
と
に
な
り
、
辻
玄
哉
が
連
歌
に
親
し
ん
だ
ゆ
え
に
、

わ
び
茶
に
目
覚
め
た
と
い
う
説
も
怪
し
い
も
の
と
な
る
。

他
方
、
神
津
氏
は
、
基
本
的
に
、「
わ
び
茶
」
の
存
在
を

否
定
し
て
い
な
い
側
面
が
あ
る
。
芳
賀
氏
と
矢
部
氏
の
研
究

を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
か
つ
『
南
方
録
』
を
偽
書
と
み
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
わ
び
茶
」
の
存
在
を
前
提
と
し

た
論
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
い
だ
せ
る
。

神
津
氏
は
『
山
上
宗
二
記
』
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る）

（（
（

。

わびと数奇

（�4）
－���－



一
休
は
堺
に
も
住
み
、
当
時
の
豪
商
た
ち
か
ら
深
い
尊

崇
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
伝
統
が
、
堺
の
南
宗
寺
と
そ

こ
に
集
ま
る
茶
人
た
ち
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
特

に
利
休
や
宗
二
の
侘
数
寄
、
の
ち
の
言
葉
で
い
う
「
わ

び
茶
」
に
は
、
茶
室
や
道
具
、
料
理
を
立
派
に
す
る
世

俗
的
遊
興
の
場
と
は
違
う
茶
の
湯
の
追
及
が
あ
り
、
そ

れ
を
禅
本
来
の
精
神
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と
し
た
の

が
宗
二
で
あ
っ
た
。

と
、
な
ぜ
か
「
わ
び
茶
」
を
禅
的
精
神
性
の
あ
る
も
の
と

理
解
を
変
え
て
い
る
。
神
津
氏
は
、「
わ
び
」
が
戦
国
期
に

は
美
意
識
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
な
が
ら

も
、
茶
の
湯
に
は
「
わ
び
」
の
美
意
識
が
存
在
し
た
と
い
う

立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
神
津
氏
が
『
山
上
宗

二
記
』
を
研
究
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、

『
山
上
宗
二
記
』
に
は
「
わ
び
」
を
美
意
識
と
す
る
表
現
が

あ
る
。

そ
こ
で
、『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
「
わ
び
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
た
用
例
を
す
べ
て
あ
げ
て
検
討
し
て
み
る
こ

と
と
す
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
１

珠
光
の
跡
目
、
宗
珠
、
宗
悟
、
善
好
、
藤
田
、
宗
宅
、

紹
滴
、
紹
鷗
。
右
こ
の
衆
、
そ
の
跡
を
続
ぐ
。
珠
光
は

目
聞
き
を
能
阿
弥
に
問
究
し
、
即
ち
末
子
に
相
伝
す
。

引
拙
の
代
ま
で
は
珠
光
の
風
体
な
り
。
紹
鷗
の
時
、
悉

く
改
め
追
加
せ
し
め
畢
ん
ぬ
。
当
世
の
勘
能
の
先
達
、

中
古
の
開
山
な
り
。
古
今
唐
物
を
集
め
、
名
物
の
御
厳

り
全
く
、
数
寄
人
は
大
名
茶
湯
と
い
う
な
り
。
ま
た
目

聞
き
の
茶
湯
も
上
手
に
て
、
世
上
数
寄
の
師
匠
を
仕
り

て
身
を
過
る
、
茶
湯
者
と
い
う
。
ま
た
、
侘
び
数
寄
と

い
う
は
一
物
も
持
た
ざ
る
者
、
胸
の
覚
悟
一
つ
、
作
分

一
つ
、
手
柄
一
つ
、
こ
の
三
ヶ
条
調
う
る
者
を
い
う
な

り
。
ま
た
唐
物
も
持
ち
、
目
も
聞
き
、
茶
の
湯
も
上
手
、

右
の
三
ケ
条
も
調
お
り
一
道
に
志
深
け
れ
ば
名
仁
と
い

う
な
り
。
こ
れ
紹
鷗
の
追
加
の
判
な
り
。
そ
の
外
、
当

代
幾
千
万
の
道
具
、
小
道
具
ま
で
、
み
な
悉
く
紹
鷗
の

目
聞
き
を
以
っ
て
好
み
出
さ
る
る
な
り
。
口
伝
、
密
伝

あ
り
。
茶
湯
者
と
い
う
は
松
本
、
篠
、
両
人
な
り
。
数

寄
者
と
い
う
は
、
善
法
な
り
。
茶
湯
者
の
数
寄
者
、
古
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今
の
名
仁
と
い
う
は
珠
光
な
ら
び
に
引
拙
、
紹
鷗
な

り
。
右
こ
の
一
巻
大
形
は
珠
光
の
一
紙
目
録
の
写
し
な

り
。
そ
の
後
、
紹
鷗
追
加
せ
し
め
畢
ん
ぬ
。
紹
鷗
遠
行

三
十
四
年
以
来
は
、
宗
易
先
達
な
り
。
右
の
尊
師
に

二
十
余
年
、
問
い
置
き
候
密
伝
、
こ
れ
を
書
き
改
め
、

今
案
な
ど
こ
れ
な
り
。
い
ず
れ
に
名
物
は
一
種
々
々
に

目
聞
き
の
習
い
大
事
、
深
重
に
あ
る
べ
し
と
云
々
。
数

寄
者
の
覚
悟
は
禅
宗
を
全
と
用
う
べ
き
な
り
。
紹
鷗
末

後
に
い
わ
く
、
量
り
知
る
、
茶
味
と
禅
味
と
同
ず
る
こ

と
を
、松
風
を
吸
じ
ん
し
て
意
塵
れ
ず
と
云
々
。
三
、四

の
句
ば
か
り
書
き
付
け
候
な
り
。

『
山
上
宗
二
記
』
２
「
大
壺
の
次
第
」

一
、
尼
崎
台　

下
十
、
代
五
十
貫
宛

右
こ
の
台
は
黒
台
な
り
。
朱
に
て
台
の
う
ち
に
む
か
で

印
。
当
世
大
名
道
具
な
り
。
侘
び
数
寄
に
は
い
か
が
。

口
伝
あ
り
。

『
山
上
宗
二
記
』
３
「
御
絵
の
次
第
」

一
、
大
根
の
絵　

堺
、
太
子
屋
所
に
あ
り
。

是
も
自
画
自
讃
、
一
対
。
息
庵
日
々
に
飽
く
、
讃
の
語

あ
り
。
右
の
外
、
牧
渓
大
軸
、
小
軸
、
横
絵
、
少
し

違
い
候
て
八
景
十
六
幅
あ
り
。
大
軸
は
千
貫
、
小
軸
は

五
百
貫
な
り
。
古
人
名
物
と
て
こ
れ
を
用
う
。
た
だ
し

当
世
は
い
か
が
。
用
い
ず
。
惣
別
、
牧
渓
こ
の
外
軸
数

多
し
。
名
物
に
入
る
べ
し
。
主
に
よ
り
て
代
物
高
直
に

も
取
る
べ
し
。
た
だ
し
、
侘
び
を
立
つ
る
数
寄
者
は
所

望
に
無
し
。
条
々
口
伝
あ
り
。

『
山
上
宗
二
記
』
４

一
、
袋
棚
と
い
う
物
あ
り
。
引
拙
、
紹
鷗
、
是
を
専
ら

に
度
々
厳
る
。
た
だ
し
、
こ
の
棚
は
侘
び
数
寄
に
は
入

ら
ざ
る
物
な
り
。
名
物
の
数
を
持
つ
人
、
床
に
懸
物
、

前
に
花
入
か
大
壺
か
を
置
き
、
扨
て
袋
棚
の
中
に
小
壺
、

内
赤
の
盆
に
の
せ
、
三
つ
の
天
目
の
内
、
数
の
台
に
す

え
、
二
つ
厳
り
な
り
。
上
に
堆
朱
の
い
ん
ろ
う
、
下
の

棚
の
ふ
す
ま
障
子
の
内
に
銅
の
た
ら
い
水
指
な
り
。
柄

杓
、
蓋
置
、
か
ね
の
水
こ
ぼ
し
、
茶
せ
ん
入
れ
、
茶
碗

な
り
。
条
々
密
伝
な
り
。
棚
の
拵
え
様
に
口
伝
あ
り
。

『
山
上
宗
二
記
』
５

侘
び
花
入

わびと数奇

（�6）
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一
、
手
燈
籠　

堺
、
な
や
宗
薫
に
あ
り
。
唐
の
花
か
ご

な
り
。
昔
、
紹
鷗
所
持
。

『
山
上
宗
二
記
』
６
「
ま
た
十
体
の
事
」

一
、
宮
仕
の
事　

大
名
か
、
ま
た
は
唐
物
持
ち
は
、
児

の
様
に
髪
を
曲
げ
た
る
子
を
、
袴
ば
か
り
き
せ
て
つ
か

う
。
ま
た
喝
食
、
こ
の
二
人
を
用
ゆ
。
武
士
若
衆
は
遣

わ
ず
。
次
に
十
二
、三
な
る
沙
弥
を
宮
仕
に
遣
う
。
是

は
貴
人
、
凡
人
、
下
々
ま
で
、
誰
に
も
似
あ
い
候
。
是
、

坊
主
よ
り
の
伝
な
り
。
こ
の
ご
ろ
宗
易
申
さ
れ
候
は
、

二
帖
半
持
つ
ほ
ど
の
侘
び
数
寄
は
、
亭
主
の
宮
仕
然
る

べ
し
。

『
山
上
宗
二
記
』
７

一
、
古
人
の
い
わ
く
、
茶
湯
名
人
に
成
り
て
の
果
て
は
、

道
具
一
種
さ
え
楽
し
む
は
、
弥
、
侘
び
数
寄
が
専
ら
な

り
。
心
敬
法
師
、
連
歌
の
語
に
い
わ
く
、
連
歌
の
仕
様

は
、
枯
れ
か
し
け
寒
か
れ
と
い
う
。
こ
の
語
を
紹
鷗
、

茶
の
湯
の
果
て
は
か
く
の
如
く
あ
り
た
き
物
を
、
な
ど

常
に
申
さ
る
の
よ
し
、
辻
玄
哉
、
語
り
伝
え
候
。
た
だ

し
、
茶
湯
は
風
体
、
年
々
珍
し
く
か
わ
る
べ
き
の
条
、

そ
の
時
の
先
達
に
習
う
べ
き
者
な
り
。

『
山
上
宗
二
記
』
８

三
畳
敷
は
、
紹
鷗
の
代
ま
で
は
、
道
具
無
し
の
侘
び
数

寄
を
専
ら
と
す
。
唐
物
一
種
な
り
と
も
持
ち
候
者
は
、

四
帖
半
に
座
敷
を
立
つ
る
。
宗
易
異
見
候
。
二
十
五
年

以
来
、
紹
鷗
の
時
に
同
じ
。
当
関
白
様
の
御
代
十
ヶ
年

の
内
、
上
下
悉
く
三
帖
敷
、
二
帖
半
敷
、
二
帖
敷
こ
れ

を
用
う
。
さ
れ
ど
も
昔
、
珠
光
申
さ
れ
候
は
、
わ
ら
や

に
名
馬
を
繋
ぎ
た
る
が
好
し
と
、
旧
語
に
有
る
時
は
、

名
物
の
道
具
を
そ
そ
う
な
る
座
敷
に
置
き
た
る
は
当
世

の
風
体
。
な
お
以
っ
て
面
白
き
か
。

『
山
上
宗
二
記
』
９

こ
の
二
畳
半
の
事
。
紹
鷗
の
時
は
天
下
に
一
つ
。
山
本

助
五
郎
と
い
う
人
、
紹
鷗
の
一
の
弟
子
な
り
。
そ
の
人

に
好
み
候
て
茶
湯
を
さ
せ
ら
れ
し
侘
び
数
寄
な
り
。
開

山
と
い
う
蓋
置
の
五
徳
を
一
種
に
持
つ
。
た
だ
し
当
時

は
こ
の
五
徳
も
、
ま
た
藤
こ
ぶ
の
五
徳
も
、
二
つ
共
に

用
い
ず
。
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『
山
上
宗
二
記
』
�0

細
長
い
三
畳
敷
。
宗
易
、
大
坂
の
座
敷
の
移
し
な
り
。

た
だ
し
、
道
具
持
ち
、
茶
湯
の
功
者
は
仕
る
な
り
。
侘

び
数
寄
、
初
心
な
る
茶
湯
に
は
無
用
か
。

『
山
上
宗
二
記
』
��

二
畳
敷
の
座
敷
、
関
白
様
に
あ
り
。
是
は
貴
人
か
名
人

か
、
さ
て
は
一
物
も
持
た
ざ
る
侘
び
数
寄
か
、
こ
の

外
、
平
人
に
は
無
用
な
り
。
ま
た
宗
易
、
京
に
一
畳
半

の
始
め
て
作
ら
れ
候
。
当
時
、
珍
し
き
事
な
り
。
是
も

宗
易
一
人
の
外
は
い
か
が
。
口
に
注
す
如
く
、
孔
子
い

わ
く
、
七
十
に
及
び
発
心
す
る
処
に
従
え
ど
も
法
を
越

え
ず
。
こ
の
語
を
宗
易
常
に
思
い
、
主
を
名
人
に
身
を

赦
し
、
山
を
谷
、
西
を
東
と
茶
湯
の
法
度
を
破
り
、
物

を
自
由
に
す
。
た
だ
し
、
宗
易
一
人
の
事
は
目
聞
き
な

る
に
よ
り
て
、
何
事
も
面
白
し
。
平
人
、
宗
易
を
そ
の

儘
似
せ
た
ら
ば
邪
道
と
云
々
。
茶
湯
に
て
は
あ
る
ま
じ

き
者
な
り
。
た
だ
し
、
宗
易
に
骨
を
砕
き
、
身
を
砕
く

か
、
ま
た
は
金
銀
を
山
と
積
む
か
、
別
し
て
気
に
入
り

た
ら
ば
、
そ
の
上
に
て
主
の
年
比
、
主
の
道
具
の
様
子
、

そ
の
身
に
似
せ
、
様
々
に
茶
湯
相
伝
た
る
べ
き
者
な
り
。

か
く
の
如
き
心
持
ち
な
ら
ば
、
上
手
な
る
べ
き
事
、
眼

前
か
。

『
山
上
宗
二
記
』
��

一
、
内
外
共
の
侘
び
た
る
身
上
に
は
、
も
ん
め
ん
ぬ
の

こ
、
し
ぶ
か
み
こ
も
苦
し
か
ら
ず
。

『
山
上
宗
二
記
』
��

一
、
亭
主
の
出
で
立
ち
は
、
は
り
ぼ
う
じ
ょ
う
、
新
し

く
い
か
に
も
あ
か
つ
か
ぬ
を
わ
び
て
き
る
な
り
。
ま
た
、

ぬ
の
こ
も
苦
し
か
ら
ず
。

『
山
上
宗
二
記
』
１
に
よ
れ
ば
、「
侘
び
数
寄
と
い
う
は
一

物
も
持
た
ざ
る
者
、
胸
の
覚
悟
一
つ
、
作
分
一
つ
、
手
柄
一

つ
、
こ
の
三
ヶ
条
調
う
る
者
を
い
う
な
り
」
と
あ
り
、「
わ

び
」
の
数
奇
（
者
）
と
い
う
の
は
、
三
つ
の
条
件
を
満
た
し

た
者
で
、
そ
の
三
つ
の
条
件
と
は
、
①
茶
の
湯
に
対
す
る
精

神
的
成
熟
が
な
さ
れ
て
い
る
人
、
②
点
前
に
一
つ
で
も
工
夫

が
あ
る
人
、
③
皆
が
誉
め
る
茶
会
を
一
度
で
も
し
た
こ
と
が

あ
る
人
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
前
提
と
し
て
、

名
物
を
一
つ
も
持
た
な
い
で
①
～
③
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う

わびと数奇

（��）
－��9－



こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
侘
び
数
奇
」
を
「
侘
び
」
＋
「
数
奇
」
に
分
解
す

る
と
、
大
前
提
の
名
物
を
一
つ
も
持
た
な
い
と
い
う
の
が

「
侘
び
」
に
当
た
り
、
①
～
③
の
条
件
が
「
数
奇
」
に
相
当

す
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
だ
け
で
は
、
名
物
を
持
た
な
い
こ

と
が
、
そ
の
ま
ま
経
済
的
貧
窮
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
常
生
活
は
豊
か
で
あ
っ
て
も
、
茶
の
湯
に
お
金
を
か
け
な

い
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
富
裕
者
で
わ
ざ
と
隠
者
の

生
活
を
し
て
い
る
者
も
「
一
物
も
持
た
ざ
る
者
」
と
な
り
う

る
。
し
か
し
、『
山
上
宗
二
記
』
は
、
大
名
茶
湯
・
茶
湯
者
・

侘
び
数
奇
と
い
う
三
種
類
の
階
層
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

Ａ　

大
名
茶
湯
…
古
今
唐
物
を
集
め
、
名
物
の
御
厳
り

全
く
数
寄
人

Ｂ　

茶
湯
者
…
目
聞
き
の
茶
湯
も
上
手
に
て
、
世
上
数

寄
の
師
匠
を
仕
り
て
身
を
過
る

Ｃ　

侘
び
数
奇
…
一
物
も
持
た
ざ
る
者
、
胸
の
覚
悟
一

つ
、
作
分
一
つ
、
手
柄
一
つ
、
こ
の
三
ヶ
条
調
う

る
者

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
考
え
る
と
、
経
済
的
に
Ａ
→
Ｂ
→

Ｃ
の
順
で
貧
窮
度
を
増
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
雰
囲
気
で
あ
っ
て
、
た
し
か
な
こ

と
で
は
な
い
。

『
山
上
宗
二
記
』
２
を
見
る
と
、
名
物
の
尼
崎
台
に
つ
い

て
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
「
大
名
道
具
」
は
「
侘
び
数
寄
に

は
い
か
が
」
と
、
侘
数
奇
が
持
つ
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
否

定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
、
逆
に
侘
数
奇
が
持

と
う
と
す
れ
ば
大
名
道
具
も
持
て
る
が
、
侘
数
奇
を
行
う
に

は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
も
解
釈
で
き
る
。
も
し
、

そ
う
な
ら
ば
、
侘
数
奇
は
、
そ
れ
を
行
う
人
物
が
貧
窮
者
で

あ
る
必
然
性
は
な
く
、
あ
く
ま
で
数
奇
の
様
式
の
一
つ
と
し

て
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
３
は
、
太
子
屋
が
所
持
す
る
「
大
根
の

絵
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
名
物
で
、「
侘
び

を
立
つ
る
数
寄
者
は
所
望
に
無
し
」
と
あ
り
、「
侘
び
を
立

つ
る
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
と
、
経
済
的
に
は
問
題
の

な
い
茶
人
が
「
わ
び
た
茶
の
湯
を
行
う
」
時
に
は
、
名
物
は

必
要
な
い
と
い
う
解
釈
と
な
る
。『
山
上
宗
二
記
』
４
の
袋

棚
に
つ
い
て
の
「
こ
の
棚
は
侘
び
数
寄
に
は
入
ら
ざ
る
物
な
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り
」
と
い
う
表
現
も
、
同
様
に
理
解
で
き
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
６
は
、
茶
会
に
お
け
る
食
事
の
給
仕
に

つ
い
て
の
当
世
風
の
や
り
方
に
つ
い
て
の
宗
二
の
考
え
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
宗
易
申
さ
れ
候
は
、
二
帖
半
持
つ
ほ
ど
の

侘
び
数
寄
は
、
亭
主
の
宮
仕
然
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
茶
室

を
二
畳
半
の
「
侘
び
数
寄
」
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
給
仕
役
を
設

け
な
い
で
、
亭
主
み
ず
か
ら
給
仕
す
れ
ば
よ
い
と
利
休
が
提

案
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
茶
の
湯
を
催
す
亭
主

が
貧
窮
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
数
奇
が
「
侘
び
」
た
も
の

で
あ
る
場
合
の
作
法
を
述
べ
た
文
脈
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
な
る
か
。
そ
れ
は
、
本
来
、
狭
小
な

空
間
し
か
持
て
な
い
人
物
は
貧
窮
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
貧
窮

者
は
、
当
然
、
他
人
を
雇
っ
て
給
仕
役
を
頼
む
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
亭
主
は
、
自
分
で
食
事
を
用
意
し
、
茶
も

点
て
、
料
理
も
給
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
狭

小
の
茶
室
で
行
う
茶
の
湯
は
、
あ
く
ま
で
侘
数
奇
の
茶
の
湯

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
た
ル
ー
ル
が
生
じ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
二
畳
半
の
茶
室
は
本
来
は
貧
窮
者
の
茶
の
湯
を

行
う
空
間
で
あ
る
が
、
も
し
、
富
裕
の
者
で
も
そ
こ
で
茶
の

湯
を
行
う
な
ら
ば
、
本
来
の
「
侘
び
」
た
茶
の
湯
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
７
は
古
人
の
侘
数
奇
に
関
す
る
理
解
を

紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
茶
湯
名
人
に
成
り
て
の
果
て

は
、
道
具
一
種
さ
え
楽
し
む
は
、
弥
、
侘
び
数
寄
が
専
ら
な

り
」
と
あ
る
。
茶
の
湯
巧
者
と
な
り
、
名
人
と
ま
で
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
名
物
道
具
は
一
つ
だ
け
あ
れ
ば
い

い
。
そ
の
一
つ
で
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
い

よ
い
よ
、
そ
の
人
の
茶
の
湯
は
「
侘
び
数
寄
」
と
な
っ
て
い

く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
『
山
上
宗
二
記
』
１
で

規
定
し
た
侘
数
奇
の
「
一
物
も
持
た
ざ
る
者
」
と
い
う
条
件

と
矛
盾
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
と
は
名
物
道
具
を

持
っ
て
い
た
人
の
境
地
の
進
化
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
究
極

が
「
侘
び
数
寄
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
て
絶
対
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。「
茶

湯
は
風
体
、
年
々
珍
し
く
か
わ
る
べ
き
」
と
あ
り
、
実
は
、

茶
の
湯
の
あ
り
方
は
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
臨
機
応
変
も
必
要
と
宗
二

わびと数奇
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は
考
え
て
い
た
。

『
山
上
宗
二
記
』
８
の
記
述
は
、
侘
数
奇
を
考
え
る
う
え

で
重
要
で
あ
る
。
三
畳
敷
の
茶
室
は
、「
紹
鷗
の
代
ま
で
は
、

道
具
無
し
の
侘
び
数
寄
を
専
ら
と
す
」
と
あ
る
。
も
し
茶
会

に
唐
物
を
一
つ
で
も
使
用
し
た
な
ら
ば
、
茶
室
は
四
畳
半
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。『
山
上
宗
二
記
』

６
の
記
事
と
対
応
す
る
。
茶
室
の
広
狭
に
応
じ
て
、
数
奇
か

侘
数
奇
か
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
三
畳
敷
の
茶
室
な
ら
ば
、
名
物
道
具
を
一
つ
も

使
わ
な
い
侘
数
奇
と
な
り
、
そ
れ
以
上
の
四
畳
半
な
ら
ば
数

奇
と
な
る
、
と
い
う
の
が
紹
鷗
以
来
の
規
則
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
で
は
、
な
ぜ
茶
室
の
広
さ
と
「
わ
び
」
が
関
連
す
る
の

か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
か
つ
て
は

茶
室
の
広
狭
は
経
済
力
を
象
徴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名

残
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
よ
う
な
規

則
が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、

一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。
そ
し
て
、
宗
二
の
文

脈
で
言
う
と
、
そ
れ
を
定
め
た
の
は
紹
鷗
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
「
宗
易
異
見
候
」
と
、
利
休
に
は
異
論
が
あ
っ

た
。「
当
関
白
様
の
御
代
十
ヶ
年
の
内
、
上
下
悉
く
三
帖
敷
、

二
帖
半
敷
、
二
帖
敷
こ
れ
を
用
う
」
と
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
が

関
白
に
就
任
し
た
十
年
間
の
間
に
、
世
間
で
三
畳
敷
・
二
畳

半
敷
・
二
畳
敷
の
茶
室
を
使
う
人
が
増
え
た
と
い
う
の
で
あ

る
。「
上
下
悉
く
」
と
い
う
の
は
、
身
分
の
上
の
者
も
下
の

者
も
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
茶
の
湯
を
行
う

人
は
、
誰
彼
か
ま
わ
ず
、
貧
窮
者
で
な
く
て
も
三
畳
敷
以
下

の
茶
室
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
現
状
を
述
べ
て
い
る
。『
山

上
宗
二
記
』
９
・
�0
・
��
は
、
そ
う
し
た
具
体
例
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
秀
吉
の
存
在
で
あ
る
。

秀
吉
が
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
紹
鷗
の
ル
ー
ル
を
無
視
し
た

の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
関
白
に
就
任
し
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
と
い
う
。
考
え
て
み
る
と
、
関
白
に
な
り
、
位
人
臣
を

極
め
、
経
済
的
に
も
天
下
一
に
な
っ
た
秀
吉
が
、
流
行
の
茶

の
湯
を
行
う
の
に
、
名
物
道
具
を
三
畳
敷
き
の
茶
室
で
は
使

え
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た

こ
と
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
天
下
人
と

な
っ
た
秀
吉
に
は
ル
ー
ル
は
な
く
、
わ
び
た
空
間
で
名
物
道

具
を
も
自
由
に
使
う
、
そ
の
よ
う
な
茶
の
湯
を
好
ん
だ
の
で
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あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
秀
吉
の
振
舞
を
、
利
休
は
、「
わ
ら
や
に
名
馬

を
繋
ぎ
た
る
が
好
し
」
と
い
う
珠
光
の
言
葉
と
伝
え
ら
れ
る

も
の
を
援
用
し
て
、
秀
吉
の
行
為
を
理
論
武
装
し
て
い
る
の

で
あ
る
。「
わ
ら
や
」
と
は
狭
小
な
茶
室
で
あ
り
、「
名
馬
」

は
名
物
道
具
で
あ
る
。
そ
う
し
た
美
意
識
も
あ
る
で
は
な
い

か
、
と
利
休
は
秀
吉
を
弁
護
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宗
二

は
「
当
世
の
風
体
。
な
お
以
っ
て
面
白
き
か
」
と
や
や
批
判

的
で
あ
る
。

次
の
『
山
上
宗
二
記
』
９
の
史
料
も
茶
室
に
つ
い
て
の
見

解
で
あ
る
。
紹
鷗
の
時
代
に
は
、
二
畳
半
茶
室
を
持
っ
て
い

た
の
は
山
本
助
五
郎
一
人
で
あ
っ
た
。
今
、
二
畳
茶
室
は
秀

吉
が
所
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
使
え
る
の
は
、「
貴
人
か

名
人
か
、
さ
て
は
一
物
も
持
た
ざ
る
侘
び
数
寄
」
で
あ
っ
て
、

「
平
人
に
は
無
用
」
な
茶
室
だ
と
宗
二
は
言
う
。「
貴
人
」
と

は
秀
吉
で
あ
り
、「
名
人
」
は
利
休
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
天
下
人
か
そ
の
茶
頭
は
二
畳
で
あ
っ
て
も
誰
も
文
句
は
言

え
な
い
。
ま
た
、
現
実
に
貧
し
い
本
物
の
侘
数
奇
に
対
し
て

文
句
は
言
え
な
い
。
二
畳
茶
室
と
は
そ
の
よ
う
な
存
在
で

あ
る
、
と
宗
二
は
言
う
。
そ
し
て
利
休
が
京
都
に
一
畳
半
茶

室
を
始
め
て
作
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
も
「
珍
し
き

事
」
で
、「
宗
易
一
人
の
外
は
い
か
が
」
と
利
休
以
外
は
使

う
べ
き
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
厳
し
い
利
休

批
判
で
あ
る
。
利
休
を
秀
吉
と
い
う
権
力
者
と
同
等
に
見
な

し
て
、
権
力
者
ゆ
え
に
勝
手
な
茶
の
湯
が
で
き
る
の
で
、
そ

れ
以
外
の
者
は
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
��
に
、
宗
二
は
利
休
を
「
山
を
谷
、
西

を
東
と
茶
湯
の
法
度
を
破
り
、
物
を
自
由
に
」
し
た
人
物
と

批
判
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
宗
易
一
人
の
事
は
目
聞
き
な

る
に
よ
り
て
、
何
事
も
面
白
し
」
と
、
一
見
弁
解
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
心
は
、「
平
人
、
宗
易

を
そ
の
儘
似
せ
た
ら
ば
邪
道
と
云
々
。
茶
湯
に
て
は
あ
る
ま

じ
き
者
な
り
」
と
手
厳
し
い
。

宗
二
に
と
っ
て
、
紹
鷗
の
立
て
た
ル
ー
ル
こ
そ
が
、
茶
の

湯
の
本
来
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
堺
茶
の
湯
に

と
っ
て
大
事
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
秀
吉
と
い
う
天

下
人
が
現
れ
、
そ
の
ル
ー
ル
を
無
視
し
て
茶
の
湯
を
行
っ
た
。

堺
茶
人
の
代
表
の
一
人
で
あ
る
利
休
は
、
そ
れ
を
窘
め
る
の

わびと数奇
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で
は
な
く
、
迎
合
す
る
形
で
、
秀
吉
の
茶
の
湯
の
理
論
武
装

を
行
っ
た
。
そ
れ
が
、「
山
を
谷
、
西
を
東
と
茶
湯
の
法
度

を
破
」
る
行
為
の
よ
う
に
宗
二
の
眼
に
は
映
っ
た
。
利
休
の

茶
人
と
し
て
の
偉
大
さ
を
知
る
だ
け
に
、
宗
二
に
は
耐
え
が

た
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
茶
湯
に
て
は
あ
る
ま
じ

き
」
と
い
う
表
現
に
そ
れ
は
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

『
山
上
宗
二
記
』
��
の
表
記
は
、
そ
う
し
た
宗
二
の
侘
数

奇
論
を
補
強
す
る
。「
内
外
共
の
侘
び
た
る
身
上
に
は
、
木

綿
布
子
、
渋
紙
子
も
苦
し
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
ど
の
よ

う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
難
し
い
。「
侘
び
た
る
身
上
」

は
「
貧
困
な
身
の
上
」
と
し
か
訳
せ
な
い
。
そ
う
し
た
貧
困

者
で
あ
れ
ば
、
茶
会
の
時
の
服
装
も
木
綿
や
渋
紙
製
の
着
物

で
も
差
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
内
外

共
の
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
内
側
と
外
側
の

意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
は
何
の
内
側
と
外
側
か
不
明

に
な
る
。
と
す
る
と
、「
数
量
、
時
間
な
ど
を
表
わ
す
語
に

付
い
て
、
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
示
す
語
」（『
日
本
国
語
大
辞

典　

第
二
版
』）
の
意
味
で
考
え
る
し
か
な
い
。
そ
う
す
る

と
、「
そ
こ
そ
こ
の
貧
困
者
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
た
だ

し
、「
内
外
共
の
」
の
「
共
」
の
字
を
無
視
し
て
解
釈
し
た

場
合
の
理
解
で
し
か
な
い
。「
共
」
に
こ
だ
わ
る
と
、
や
は

り
家
の
内
外
と
解
釈
す
る
し
か
な
く
な
る
。
と
す
る
と
、
家

の
中
で
も
、
外
出
す
る
と
き
で
も
「
侘
び
た
る
身
上
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
わ
ざ
と
の
振
舞
で
は
な
く
、
現
実
的
に

「
わ
び
た
」
身
の
上
、
つ
ま
り
貧
困
者
と
い
う
よ
う
に
理
解

す
る
し
か
な
い
。

『
山
上
宗
二
記
』
��
も
こ
れ
に
関
連
す
る
。
茶
会
に
お
け

る
亭
主
の
服
装
は
、
継
ぎ
接
ぎ
で
縫
っ
た
着
物
で
、
新
品
の

手
垢
の
付
い
て
い
な
い
も
の
を
「
わ
び
て
」
着
る
の
が
よ
く
、

布
子
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
茶
会
の
亭
主
は
貧

困
者
に
限
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
わ
ざ
と
や
つ
し
た
服

装
・
姿
を
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
経
済
的
困
窮

者
が
木
綿
や
渋
紙
を
や
む
な
く
着
用
し
て
茶
会
を
行
っ
て
い

た
状
況
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
わ
び
た
」
風
情
が

好
ま
れ
て
、「
侘
び
数
寄
」
を
行
う
際
に
は
、
わ
ざ
と
そ
の

よ
う
な
服
装
を
着
け
る
よ
う
に
規
則
化
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
『
山
上
宗
二
記
』
の
記
述
を
勘
案
す
る
と
、

数
奇
は
、
富
裕
者
、
貧
窮
者
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
富

裕
者
は
名
物
道
具
を
蒐
集
し
、
広
間
で
名
物
を
使
用
し
て
数

奇
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
、
貧
窮
者
は
貧
し
い
服
装
と
道
具

で
数
奇
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
貧
窮
者
の
数
奇
を
行
う
姿
勢

は
、
物
に
囚
わ
れ
な
い
精
神
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ
た
。
数
奇
者
た
ち
は
隠
者
の
体
を
装
う
た
め
に
、
貧
窮

者
の
生
活
様
式
を
真
似
て
数
奇
を
行
い
、
そ
れ
が
「
侘
数

寄
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時

期
的
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
紹
鷗
以
前
に
お
い
て
は
数

奇
が
東
山
殿
の
茶
の
湯
と
は
異
な
っ
て
成
立
し
、
さ
ら
に
紹

鷗
の
頃
か
ら
侘
び
数
奇
が
普
及
し
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

数
奇
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
「
侘
び
数
奇
」
と
い
っ
て
、「
数
奇
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
き
た
が
、
で
は
、「
数
奇
」
と
は
ど
う
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
数
奇
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に

「
好
き
」
と
い
う
言
葉
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、

時
代
に
よ
る
意
味
の
変
化
で
あ
る
。
平
安
時
代
、
鎌
倉
時
代
、

室
町
時
代
と
同
じ
意
味
で
「
す
き
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い

う
保
証
は
な
い
。
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
、
意
味
が
き
れ
い

に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
意
味
が
併

存
す
る
こ
と
は
か
な
り
一
般
的
に
起
こ
り
得
る
現
象
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
現
代
の
国
語
辞
典
を
紐
解
い
て
も
す
ぐ
に
了

解
で
き
る
。
一
つ
の
語
、
一
つ
の
言
葉
に
複
数
の
意
味
が
説

明
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
そ
れ
を
適
宜
使
用
し
て
い
る
。

茶
の
湯
の
数
奇
に
つ
い
て
は
、
代
表
的
な
見
解
が
二
つ
あ

る
。
そ
の
一
つ
は
柳
宗
悦
氏
の
「
奇
数
の
美）

（（
（

」
で
あ
り
、
二

つ
目
は
熊
倉
功
夫
氏
の
「
数
寄
の
発
生
と
展
開）

（（
（

」
で
あ
る
。

柳
氏
は
、
桑
田
忠
親
氏
の
「
数
寄
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
好
」
の
当
て
字
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
説
を
批
判
し
て
、

元
来
は
恐
ら
く
、
す
べ
て
が
「
数
奇
」
と
記
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
足
利
義
政
時
代
、
つ
ま
り
文
安
年
間

（
一
四
四
四
年
頃
）
に
編
輯
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
漢
和

の
字
書
で
あ
る
『
下
学
集
』
に
は
数
奇
と
あ
る
。
そ
れ

に
一
般
に
ゆ
き
渡
っ
た
字
引
の
ご
と
き
『
節
用
集
』
を

見
て
も
、
寛
永
頃
（
一
六
二
四―

四
四
年
）
ま
で
の
は

わびと数奇
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「
数
奇
」
と
記
し
、
正
保
（
一
六
四
四―

四
八
年
）、
慶

安
（
一
六
四
八―

五
二
年
）
に
至
っ
て
始
め
て
「
数

寄
」
な
る
字
が
現
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
大
体

か
ら
い
っ
て
、
一
休
、
珠
光
、
紹
鷗
、
利
休
、
織
部
、

宗
湛
、
光
悦
の
ご
と
き
人
々
の
現
れ
た
時
代
、
即
ち

十
五
世
紀
半
頃
か
ら
十
七
世
紀
の
始
め
頃
ま
で
は
、
ど

う
も
す
べ
て
「
数
奇
」
と
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

期
間
が
茶
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
の
は
い
う
を
俟
た
ぬ
。

と
指
摘
す
る）

（（
（

。
柳
氏
は
各
時
代
の
辞
書
の
表
記
を
も
と
に
、

「
数
奇
」
か
ら
「
数
寄
」
へ
の
変
換
期
を
十
七
世
紀
前
期
に

お
い
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
熊
倉
氏
は
、

古
く
は
数
奇
で
あ
っ
て
数
寄
と
い
う
字
は
使
わ
な
か
っ

た
、
と
い
う
『
難
波
江
』
の
説
は
正
確
で
は
な
い
。
む

し
ろ
両
様
の
使
い
方
は
、
は
じ
め
か
ら
混
同
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
今
で
も
数
寄
と
い
う
字
は
宛
字
だ
か
ら

数
奇
と
書
く
べ
き
で
、
奇
と
い
う
字
が
不
均
衡
の
美
を

象
徴
す
る
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、
そ
れ
は
付
会
の
説

と
い
う
べ
き
だ
。

と
反
論
す
る
。
こ
こ
で
熊
倉
氏
が
、「
奇
と
い
う
字
が
不
均

衡
の
美
を
象
徴
す
る
と
考
え
る
人
」
と
い
う
の
は
、
柳
氏
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
柳
氏
は
、

奇
は
偶
数
に
対
す
る
言
葉
で
、
何
か
不
足
す
る
も
の
の

あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
奇
数
の
様
で
、

完
か
ら
ざ
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
数
が
奇
数
で
零

余
が
現
れ
、
不
充
分
さ
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
、
茶
精

神
を
見
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
柳
氏
の
論
理
展
開
は
、
い
さ
さ
か
無

理
が
あ
る
。
奇
数
が
偶
数
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰

も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
奇
数
だ
と
割
算
で
余
り
が
出

る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
不
完
全
の
美

と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
か
、
ま
た
、
数
奇
の
「
奇
」
の
字

と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
は
、
な
ん
ら
説
明
さ
れ
て
い
な

い
。一

方
で
、
熊
倉
氏
の
論
に
も
疑
問
が
残
る
。「
数
奇
」
と

「
数
寄
」
の
二
つ
の
表
記
が
「
は
じ
め
か
ら
混
同
さ
れ
て
き

た
」
と
断
言
し
て
い
る
が
、
掲
載
誌
の
性
質
上
、
史
料
は
提

示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
混
同
さ
れ
て
使
わ
れ
て
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き
た
と
し
て
も
、
茶
の
湯
を
意
味
す
る
「
す
き
」
の
表
記
が

混
同
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
か
ん
た
ん
に
は
断
定
で
き

な
い
。
さ
ら
に
熊
倉
氏
は
、
漢
語
と
し
て
の
「
数
奇
」
は
不

遇
、
不
孝
、
ま
れ
と
い
っ
た
意
味
で
、「
す
う
き
」
ま
た
は

「
さ
っ
き
」
と
読
ん
だ
が
、
そ
れ
は
論
か
ら
除
外
し
て
、
風

流
を
好
む
「
数
奇
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
と
、
探
求
を
放
棄

し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

執
着
し
て
と
こ
と
ん
究
め
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
。
こ

れ
が
数
寄
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
人
を
『
古

今
著
聞
集
』
で
も
「
数
寄
の
者
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

も
は
や
こ
こ
で
は
色
好
み
で
は
な
く
文
雅
風
流
へ
の
執

着
で
あ
っ
た
が
、
対
象
が
た
と
え
茶
の
湯
に
か
わ
っ
て

も
、
こ
の
執
着
す
る
心
が
失
わ
れ
た
ら
数
寄
で
は
な
い
。

室
町
時
代
の
辞
書
に
「
僻
愛
之
義
」（『
塵
芥
』）
と
か

「
愛
物
云
也
」（
明
応
五
年
『
節
用
集
』）
な
ど
出
る
の

は
そ
の
謂
で
あ
っ
た
。

と
指
摘
す
る
。
数
寄
が
物
事
に
執
着
す
る
精
神
を
意
味
し
た

こ
と
は
熊
倉
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ

「
好
き
」
が
「
数
奇
」
と
な
り
、「
数
寄
」
の
字
も
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
柳
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
と
こ
と
ん
追
求
し
て
い
る
。

ま
ず
、「
好
き
」
が
「
数
奇
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ

た
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
好
」
は
「
す
き
」
と
も
「
こ
の
み
」
と
も
読
む
が
、

「
絵
好
」「
歌
好
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
古
く
か
ら
見
か

け
る
。
し
か
し
好
み
に
は
浅
い
好
み
が
あ
っ
た
り
、
物

好
き
に
溺
れ
た
り
、
し
か
も
色
好
み
な
ど
と
い
う
聯
想

も
あ
っ
た
り
し
て
、
と
か
く
茶
の
道
か
ら
は
離
れ
る
。

そ
れ
故
「
好
」
と
区
別
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
数
奇
」
の

二
字
を
用
い
、
別
に
新
し
い
意
味
を
こ
の
言
葉
に
持
た

せ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
、
一
つ
の
解
決
案
を
提
示
し
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
「
数
奇
」

か
ら
「
数
寄
」
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

漢
語
の
「
数
奇
」
は
「
不
倖
」
を
意
味
す
る
。「
数
奇

の
運
命
」
な
ど
よ
く
い
う
が
、
出
来
事
の
多
い
一
生
の

こ
と
で
、
特
に
悲
し
み
や
苦
し
さ
の
多
い
命
数
を
指
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
数
奇
と
い
う
和
語
か
ら
漢
語
の

「
不
倖
な
」
と
い
う
聯
想
を
避
け
る
た
め
に
、
新
し
く

わびと数奇
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「
数
寄
」
な
る
文
字
を
用
い
る
者
が
出
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
「
寄
」
の
字
に
は
「
心
を
寄
せ
る
」

と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
好
」
の
意

味
を
深
め
て
く
れ
る
の
で
、「
数
寄
」
と
い
う
字
が
普
及
し

た
と
推
測
し
て
い
る）

（（
（

。
柳
氏
の
説
に
は
納
得
で
き
る
部
分
が

あ
る
が
、
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
っ
て
、
史
料
的
根
拠
の
あ
る

こ
と
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
実
は
字
の
表
記
の
変
化
を
史
料
的
に
追
う
こ

と
は
、
か
な
り
の
困
難
で
あ
る
。
同
時
代
的
に
「
数
奇
」
→

「
数
寄
」
へ
の
変
化
を
説
明
し
た
史
料
が
存
在
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
傍
証
が

必
要
と
な
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
す
で
に
柳
氏

や
熊
倉
氏
が
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

「
数
奇
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
同
時
代
史
料
で
確
認
す
る
こ

と
と
す
る
。

ま
ず
茶
の
湯
に
つ
い
て
宣
教
師
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ー
ゲ

ス
は
『
日
本
教
会
史
』
上
巻
、
第
三
三
章
第
一
節
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る）

（（
（

。

こ
の
東
山
殿
の
生
存
中
に
、
そ
う
い
う
家
で
茶
に
招
待

す
る
こ
と
が
、
宮
廷
で
も
、
日
本
の
そ
の
他
の
地
方
で

も
、
単
に
貴
人
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
庶
民
で
隠
退
し

て
珍
し
い
こ
と
を
好
む
人
々
の
間
に
、
特
に
都
と
堺
の

二
つ
の
都
市
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

都
市
で
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
息
子
に
家
を
譲
っ

て
隠
居
し
、
安
楽
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
富
裕
な
商
人

や
市
民
が
た
く
さ
ん
い
た
。
こ
の
様
式
を
気
楽
に
採
り

入
れ
る
こ
と
に
困
難
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
客
人

を
茶
で
も
て
な
す
風
習
は
、
日
本
で
は
き
わ
め
て
古
く

て
、
そ
れ
を
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
、

そ
の
古
い
風
習
に
、
当
世
風
の
方
法
を
も
っ
て
客
人
を

も
て
な
す
新
し
い
様
式
、
新
し
い
礼
儀
、
新
し
い
礼
法
、

茶
の
招
待
に
適
し
た
鄭
重
さ
が
加
わ
っ
て
い
る
の
を
見

た
時
、
人
々
は
容
易
に
そ
れ
に
親
し
み
を
持
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
主
と
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
中
心
を
な
す
創
始

者
が
、
す
べ
て
の
人
か
ら
た
い
へ
ん
な
尊
敬
と
名
声
を

博
し
て
い
た
東
山
殿
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を

当
時
か
ら
そ
の
後
も
、
茶
の
湯
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
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本
業
と
す
る
者
を
茶
の
湯
者
、
そ
の
家
を
茶
の
湯
座
敷
、

そ
し
て
道
具
や
器
物
を
茶
の
湯
道
具
と
い
っ
た
。

東
山
殿
つ
ま
り
足
利
義
政
が
始
め
た
接
待
方
式
を
、
京
都

や
堺
の
富
裕
な
隠
居
が
受
け
入
れ
た
の
が
茶
の
湯
で
あ
る
と

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
述
べ
る
。
そ
の
前
提
に
は
、
日
本
人
が
そ

れ
以
前
か
ら
接
客
に
お
茶
を
用
い
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
と
、

足
利
義
政
の
権
威
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
。
さ
ら
に
同
第
二
節）

（（
（

に
は
、

そ
の
後
、
時
が
た
ち
、
ま
た
、
全
国
に
わ
た
り
、
特
に

都
や
堺
で
は
、
こ
の
道
に
丹
精
を
こ
め
て
、
そ
の
習
練

に
専
心
し
て
い
た
人
が
多
く
お
り
、
従
っ
て
彼
ら
は
世

間
の
意
向
に
応
え
て
こ
の
芸
道
に
傑
出
し
、
そ
う
い
う

人
と
し
て
万
人
か
ら
認
め
ら
れ
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
人
は
、
あ
ま
り
重
要
で
な
い
こ
と
を
い
く
つ

か
取
り
除
き
、
ま
た
、
彼
ら
の
考
え
る
目
的
に
か
な
っ

て
い
て
、
都
合
が
よ
い
と
思
わ
れ
た
こ
と
を
新
し
く
別

に
つ
け
加
え
る
こ
と
で
、
東
山
殿
の
古
い
様
式
を
部
分

的
に
改
め
て
、
こ
の
茶
の
湯
の
様
式
を
ま
す
ま
す
完
成

し
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
、
現
在
流
行
し
て
い
る
数
寄
と

呼
ば
れ
る
別
の
様
式
を
作
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
本
職
と
す
る
人
を
数
寄
者
、
茶
に
招
か
れ
る
家
を
数

寄
屋
、
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
道
具
を
数
寄
道
具
と
呼
ぶ
。

そ
の
数
寄
と
い
う
言
葉
は
、
動
詞
の
す
く
か
ら
出
た
も

の
で
、
ほ
し
が
る
、
愛
着
を
持
つ
、
ま
た
、
気
に
入
っ

た
も
の
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

と
あ
り
、
富
裕
な
隠
退
者
た
ち
は
、
義
政
の
始
め
た
茶
の
湯

を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
て
「
数
奇
」
と
い
う
様
式
を
作
り
上
げ

た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
数
奇
が
動
詞
の
好
く
に
淵
源
し
て
い

る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。「
す
う
き
」
と
い
う
漢
語
と
の

関
係
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、「
数
奇
」
は
「
好
き
」
の
当

て
字
で
は
あ
っ
て
も
、
漢
語
の
「
す
う
き
」
と
は
本
来
無
関

係
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
表
記
と
し
て
は
「
数

奇
」
は
「
す
う
き
」
に
通
じ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
偶

然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
す
き
」
に
「
数
奇
」
と
い
う
字
を
当
て
た
理
由
は
別
の
所

に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

わびと数奇
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ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
、
侘
数
奇
に
つ
い
て
も
叙
述
し
て
い
る）

（（
（

。

数
寄
は
、
国
内
で
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
専
念
す
る
す

べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
、
そ
れ
は
貧
弱
で
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
り
っ
ぱ
な

器
物
も
な
く
、
そ
の
土
地
で
で
き
て
恰
好
が
似
て
い
る

が
、
ま
だ
真
の
数
寄
に
お
け
る
評
価
と
評
判
を
得
て
い

な
い
別
の
器
物
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が―

そ
の
方

法
を
侘
数
寄
と
呼
び
、
そ
れ
は
貧
し
い
数
寄
の
一
方
法

で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
可
能
な
や
り
方
で
本
来
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る―

、
本
来
の
、
そ

し
て
真
の
数
寄
に
専
念
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
こ
と
自

体
い
ろ
い
ろ
な
点
で
多
大
の
費
用
が
か
か
り
、
従
っ
て

多
く
の
財
産
と
資
力
を
必
要
と
す
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
人
々
の
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
、
数
奇
に
は
侘
数
奇
と
真
の
数
奇
の
二

種
類
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
侘
数
奇
は
、
真
の
数
奇
を
真

似
て
は
い
る
が
、
名
物
道
具
を
使
用
で
き
な
い
貧
し
い
人
の

数
奇
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
真
の
数
奇
を
行
う
に
は
多

大
の
費
用
が
必
要
で
、
富
裕
な
人
た
ち
し
か
そ
れ
を
行
な
え

な
い
と
も
い
う
。
先
の
記
述
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ロ
ド

リ
ー
ゲ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
数
奇
は
、
基
本
的
に
は
富

裕
層
が
行
な
う
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
、
日
本
の
庶
民
層
ま
で
茶
の
湯
の
接
待

が
普
及
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
数

奇
は
富
裕
な
隠
者
が
東
山
殿
の
茶
の
湯
を
改
良
し
て
行
な
っ

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
奇
が
普
及
す
る
な
か

で
、
貧
し
い
数
奇
を
「
侘
数
寄
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ

を
図
式
化
す
る
と
、

東
山
殿
の
茶
の
湯　

→　

数
奇　
　
　
　

真
の
数
奇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

侘
数
奇

と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
東
山
殿
流
の
茶
の
湯
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
も
、
一
般

の
喫
茶
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
茶
が

存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
ロ
ド
リ
ー
ゲ

ス
の
指
摘
も
注
意
を
要
す
る）

（（
（

。

茶
の
湯
の
人
々
は
、
こ
れ
ら
孤
独
の
鉄
人
を
模
倣
す
る

こ
と
を
信
条
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
道
に
携
わ
る
異

教
の
師
匠
は
す
べ
て
、
禅
宗
の
宗
派
に
属
す
る
か
、
そ
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の
祖
先
が
当
時
ま
で
は
他
の
宗
派
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

禅
宗
で
あ
る
よ
う
に
よ
そ
お
う
か
す
る
。
そ
し
て
、
た

と
え
こ
の
道
に
お
い
て
前
述
の
禅
宗
の
宗
派
を
模
倣
し

た
と
は
い
え
、
そ
の
宗
派
に
特
有
な
い
か
な
る
迷
信
を

も
、
ま
た
、
宗
儀
や
儀
式
を
も
と
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
か
ら
一
切
採
り
入
れ

な
い
で
、
た
だ
隠
遁
的
孤
独
、
公
的
な
交
渉
の
雑
事
か

ら
身
を
ひ
く
こ
と
だ
け
を
模
倣
し
、
ま
た
、
不
熱
心
、

無
気
力
、
優
柔
で
女
々
し
い
こ
と
を
去
り
、
万
事
に
お

い
て
意
志
の
果
断
と
敏
速
さ
を
模
倣
し
て
い
た
。

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
、
茶
の
湯
に
お
け
る
禅
宗
的
要
素
を
、

宗
教
と
し
て
の
禅
宗
と
は
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
禅
宗
の

孤
独
性
を
真
似
た
隠
者
が
茶
の
湯
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
。

つ
ま
り
、
禅
宗
の
修
行
を
す
る
の
で
も
な
く
、
宗
教
儀
式
に

参
加
す
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
の
精
神
性
だ
け
を
取
り

入
れ
た
の
が
茶
の
湯
で
あ
る
と
述
べ
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
一
面
で
あ
ろ
う
。
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
を
始
め

と
す
る
宣
教
師
は
、
基
本
的
に
仏
教
を
邪
教
と
し
、
否
定
的

な
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
の
禅
宗
に
対
す
る
理
解

も
、
割
り
引
い
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

熊
倉
氏
は
数
奇
の
変
遷
に
つ
い
て
、「
江
戸
時
代
に
は
い

る
と
た
ち
ま
ち
数
寄
者
の
世
界
は
風
化
し
変
質
し
て
し
ま

う）
（（
（

」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
茶
の
湯
か
ら
遊
興
的
な
要
素

が
失
わ
れ
、「
茶
の
湯
を
茶
道
と
し
て
倫
理
規
範
た
ら
し
め

よ
う
」
と
す
る
動
き
の
中
で
、「
数
寄
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
が
す
た
れ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
実
は
江
戸
期
を
待
た
ず
、
す
で
に
戦
国
期

に
現
わ
れ
て
い
る
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
は
「
茶
湯
」「
茶

湯
如
常
」
と
い
う
表
記
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に

「
茶
湯
」
と
あ
る
の
は
、「
ち
ゃ
と
う
」
で
は
な
く
「
ち
ゃ
の

ゆ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
事
は
、『
天
王
寺
屋
会
記
』

に
は
「
数
奇
」
も
「
数
寄
」
も
一
度
も
登
場
し
な
い
。
も

ち
ろ
ん
「
わ
び
」
も
登
場
し
な
い
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
は
、

津
田
宗
達
・
宗
及
・
宗
凡
の
天
王
寺
屋
三
代
に
わ
た
る
茶
会

記
で
あ
る
。
自
会
記
は
宗
達
の
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）

十
二
月
六
日
の
記
事
か
ら
始
ま
り
、
宗
及
の
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
七
月
二
十
九
日
ま
で
書
か
れ
て
お
り
、
他
会

記
は
宗
達
の
天
文
十
七
年
十
二
月
七
日
の
記
事
か
ら
宗
凡
の

わびと数奇
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天
正
十
八
年
十
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い

る
。
永
島
福
太
郎
氏
に
よ
る
と
、
宗
達
茶
会
記
は
、「
宗
達

の
編
集
、
そ
の
浄
書
本
」
で
あ
り
、
宗
及
茶
会
記
は
「
大
部

分
は
編
集
浄
写
本
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。『
山
上
宗
二
記
』

が
天
正
十
七
年
前
後
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
代
の

史
料
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、『
山
上
宗
二
記
』
が
「
わ
び
」「
数
奇
」
と
い

う
用
語
を
多
用
す
る
に
対
し
て
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
は

そ
の
二
つ
の
用
語
が
皆
無
で
あ
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

「
宗
達
自
会
記
」
天
文
十
八
年
五
月
二
十
二
日
条
に
、「
茶

湯
如
常
」
と
登
場
す
る
の
が
、「
茶
湯
」
の
初
出
で
あ
る
。

こ
こ
で
表
記
さ
れ
て
い
る
茶
湯
は
数
奇
と
同
義
で
あ
る
。
そ

の
後
、
同
年
八
月
十
六
日
、
十
九
日
、
二
十
七
日
の
茶
会
記

に
も
「
茶
湯
如
常
」
と
あ
り
、
こ
の
表
現
が
一
般
的
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
は
、

「
茶
湯
、
前
之
日
同
前
候
」
と
い
う
表
記
も
見
え
る
。
天
文

二
十
年
六
月
七
日
、
十
日
の
茶
会
記
に
は
「
常
之
茶
湯
」
と

い
う
表
現
も
見
い
だ
せ
る
。

そ
し
て
、
天
文
二
十
四
年
八
月
十
八
日
晩
の
茶
会
記
に
は
、

「
茶
屋
ニ
テ
」
と
い
う
表
記
が
登
場
し
、
弘
治
元
年
十
一
月

二
十
五
日
晩
の
茶
会
記
に
は
、「
茶
屋
ニ
テ　

常
之
茶
湯
也
」

と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
数
奇
屋
で
は
な
く
、
茶
屋
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
「
宗
及
自
会
記
」
天
正
六
年
九
月
三
十
日
の

茶
会
記
に
「
茶
湯
之
餝
」
と
い
う
表
記
が
登
場
す
る
。
こ
れ

も
数
奇
之
餝
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
で
は
、
数
奇
と
表
記
す
べ

き
と
こ
ろ
が
、
茶
会
・
茶
室
・
道
具
に
関
し
て
も
茶
湯
と
表

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
一
般
化
で

き
る
か
ど
う
か
は
す
ぐ
に
は
結
論
が
出
せ
な
い
が
、
少
な
く

と
も
十
六
世
紀
後
半
の
堺
・
天
王
寺
屋
に
お
い
て
は
、「
数

奇
」「
侘
び
数
奇
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
ず
、「
茶
湯
」
で

統
一
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

『
天
王
寺
屋
会
記
』
が
浄
書
本
・
浄
写
本
を
含
ん
で
い
た

と
し
て
も
、
ほ
ぼ
自
筆
本
と
同
等
の
史
料
性
を
持
っ
て
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
高
い
。『
日
本
教
会

史
』
の
内
容
を
考
え
る
と
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
来

日
し
た
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
が
東
山
時
代
の
茶
の
湯
を
実
見
す
る
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こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
者
か
ら
聞

い
た
知
識
を
整
理
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

数
奇
に
関
す
る
情
報
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
彼
自
身
が
直
接

得
た
情
報
と
い
う
保
証
は
な
い
。

ま
た
、『
山
上
宗
二
記
』
の
史
料
的
価
値
を
考
え
る
と
、

冒
頭
の
珠
光
・
能
阿
弥
・
義
政
の
三
者
の
出
会
い
の
話
な
ど

は
史
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
が
認

め
て
い
る
。
熊
倉
功
夫
氏
は
、『
山
上
宗
二
記
』
の
「
解
説
」

で
、
表
千
家
所
蔵
の
『
山
上
宗
二
記
』
を
「
京
都
大
学
総
合

博
物
館
所
蔵
の
宗
二
自
筆
書
状
と
比
較
し
て
も
、
ま
ず
山
上

宗
二
の
自
筆
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
」
と
し
て
、「『
山

上
宗
二
記
』
と
は
、
千
利
休
に
よ
っ
て
茶
の
湯
が
大
成
に

向
う
そ
の
歴
史
的
瞬
間
を
、
弟
子
の
山
上
宗
二
が
記
録
し

た
、
最
も
信
頼
す
べ
き
史
料
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

（（
（

。
こ
こ
で
、

『
山
上
宗
二
記
』
の
信
憑
性
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
宗

二
の
自
筆
書
状
一
点
と
の
比
較
だ
け
で
は
、『
山
上
宗
二
記
』

の
信
憑
性
を
論
じ
る
に
は
、
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
点

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
、
信
憑
性
を
否
定
す
る
材

料
も
明
確
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
と

の
用
語
の
違
い
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

し
か
し
、
二
点
の
史
料
の
比
較
で
は
、
水
掛
け
論
に
終
わ

り
か
ね
な
い
の
で
、
も
う
一
点
、
同
時
代
の
茶
の
湯
史
料

も
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、『
宗
湛
日
記
』
の
中
か
ら
、

数
奇
・
わ
び
等
に
関
す
る
用
語
を
検
索
し
て
み
た
。
そ
の
結

果
が
左
の
通
り
で
あ
る
。

数
奇　
　
　
　
　
　
　

…
六
一
回

数
奇
屋　
　
　
　
　
　

…
二
六
回

数
寄
屋　
　
　
　
　
　

…　

二
回

ス
キ
ヤ　
　
　
　
　
　

…　

二
回

数
奇
の
飾
（
カ
サ
リ
）
…　

三
回

数
奇
ノ
御
雑
談　
　
　

…　

一
回

茶
湯　
　
　
　
　
　
　

…　

五
回

大
茶
湯　
　
　
　
　
　

…　

四
回

茶
屋　
　
　
　
　
　
　

…
二
一
回

茶
屋
坊
主　
　
　
　
　

…　

一
回

茶
屋
ノ
カ
サ
リ　
　
　

…　

一
回

『
宗
湛
日
記
』
に
お
い
て
、
茶
会
は
一
般
的
に
「
会
」「
御

会
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
は
「
振
舞
」
と
記
さ

わびと数奇
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れ
る
場
合
も
あ
る
。
茶
室
に
関
し
て
は
「
座
敷
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
茶
会
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「
御
茶
」
と
だ
け
書
か

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
右
の
回
数
表
を
見
る
と
、
数
奇
と
茶
湯
の
両
方
が

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
頻
度
か
ら
言

う
と
、
茶
湯
よ
り
も
圧
倒
的
に
数
奇
の
方
が
多
い
。
大
茶
湯

を
茶
湯
に
含
め
る
と
、
九
回
と
な
り
、
数
奇
は
そ
の
約
七
倍

弱
の
頻
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
茶
室
に
つ
い
て
は
、
数
奇

屋
と
茶
屋
の
頻
度
は
そ
れ
ほ
ど
差
が
な
い
。
数
奇
屋
＋
数
寄

屋
＋
ス
キ
ヤ
＝
三
〇
回
に
対
し
て
、
茶
屋
は
二
一
回
で
、
三

対
二
で
あ
る
。
一
・
五
倍
を
多
い
と
見
る
か
、
記
録
デ
ー
タ

の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
か
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
中
で
、
注
目
し
た
い
記
事
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
天
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
の
記
事
で
あ
る
。

十
月
廿
一
日
晝　

大
坂
御
城
ニ
テ
、

一
關
白
樣
ニ　

宗
及
御
同
心
ソ
ロ
テ
、
參
上
仕
也
、

其
朝
、
薩
摩
伊
集
院
、
玄
旨
公　

御
茶
湯
ニ
テ
、
ソ
ノ

ア
ト
（
跡
）
見
也
、
山
里
ノ
御
數
奇
屋
ニ
マ
ワ
リ
候
、

こ
の
記
事
を
見
る
と
、
大
坂
城
の
広
間
で
茶
の
湯
が
あ
っ

て
、
そ
の
後
に
山
里
丸
の
数
奇
屋
に
移
動
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
茶
の
湯
が
数
奇
屋
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。「
御
茶
湯
」
は
、
お
そ
ら
く
は
広
間
の
御
座

敷
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
つ
目
が
天
正
十
六
年
の
記
事
で
あ
る
。

天
正
十
六
年
戌
子
ニ
、
肥
後
國
ニ
一
キ
（
揆
）
ヲ
コ

リ
、
上
方
ヨ
リ
諸
勢
御
下
ノ
時
、
小
早
川
ト
ノ
（
殿
）

數
奇
ヲ
ナ
サ
レ
、
大
名
衆
ニ
御
茶
被
進
候
叓
、
日
々
茶

道
（
堂
）
御
相
伴
ニ
宗
湛
罷
出
也
、
其
節
マ
テ
ハ
名
嶋

ノ
濱
ニ
カ
ヤ
屋
ヲ
メ
サ
レ
、
不
斷
御
座
處
ナ
リ
、
サ
ソ

ロ
ヘ
ハ
箱
崎
座
主
坊
屋
敷
ノ
内
ニ
、
御
カ
コ
イ
ヲ
被
成
、

ソ
ノ
次
ニ
二
疊
半
ノ
數
奇
屋
、
カ
ヘ
（
壁
）
ハ
杉
ノ
靑

葉
ニ
テ
シ
ト
メ
、
風
爐
ニ
テ
ノ
茶
湯
也
、
御
振
舞
ハ
廣

間
也
、
御
振
舞
ハ
三
月
朔
日
ヨ
リ
、

こ
こ
で
は
茶
会
か
ら
酒
宴
へ
の
一
連
の
様
子
が
わ
か

る
。
肥
後
国
の
一
揆
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
諸
大
名
が
終
結
し

た
。
そ
こ
で
小
早
川
隆
景
が
諸
大
名
に
茶
を
振
る
舞
う
た
め

に
「
数
奇
」
を
行
っ
た
。
宗
湛
は
茶
堂
の
介
添
え
を
勤
め
た
。
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あ
る
時
ま
で
は
、
名
嶋
の
浜
に
茅
屋
を
設
け
て
「
数
奇
」
を

行
っ
た
が
、
い
つ
も
行
う
こ
と
な
ら
ば
と
い
う
の
で
、
箱
崎

の
座
主
坊
の
屋
敷
の
中
に
囲
い
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。
そ

の
囲
い
の
続
き
に
二
畳
半
の
数
奇
屋
を
付
け
た
。
そ
の
数
奇

屋
の
壁
は
杉
の
青
葉
で
囲
っ
た
。
そ
の
数
奇
屋
で
、
風
炉
に

て
茶
の
湯
を
行
い
、
振
舞
は
広
間
で
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。こ

れ
を
整
理
す
る
と
、

数
奇　

―

　

茅
屋　

茶
湯　

―

　

数
奇
屋

振
舞　

―

　

広
間

と
い
う
対
応
関
係
に
な
る
。

『
宗
湛
日
記
』
は
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十
月

二
十
八
日
～
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
十
二
月
九
日
の
茶

会
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
普
通
に
考
え
る
と
、
十
六
世
紀
後

半
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
数
奇
と
茶
湯
、
数
奇

屋
と
茶
屋
が
混
在
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。と

こ
ろ
が
、
こ
こ
で
『
宗
湛
日
記
』
の
史
料
的
信
憑
性
が

問
題
と
な
る
。『
茶
道
古
典
全
集
』
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
、

『
宗
湛
日
記
』
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
史
料
批
判
は
ま
だ
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、「
漠
然
と
印
象
的
に
疑
い
、
ま
た
肯
定
さ

れ
て
い
る
の
が
実
情
」
と
の
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
具
体

的
に
は
、
天
正
二
十
年
二
月
八
日
の
記
事
と
文
禄
三
年
十
一

月
の
記
事
が
、
他
の
信
頼
で
き
る
史
料
と
比
較
し
て
、
誤
謬

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
次

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
宗
湛
日
記
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
小
い
く
つ
か

の
瑕
瑾
を
ふ
く
む
も
の
で
、
史
料
と
し
て
全
體
的
に
信

用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
遺
憾
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
事
實
を
謙
虚
に
冷
静
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
そ
の
史
料
的
價
値

を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
行
過
ぎ
で
あ
る
。

三
上
博
士
の
言
を
か
り
る
ま
で
も
な
く
、「
宗
湛
日
記
」

は
そ
の
大
體
に
お
い
て
依
然
と
し
て
、
日
本
茶
道
史
上

の
最
も
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
桃
山
時
代
史
研
究
の
重

要
な
史
料
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
全
體
的
に
頭
か
ら

信
用
し
て
か
か
る
こ
と
は
危
險
で
あ
り
、
そ
の
史
料
と

わびと数奇
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し
て
の
取
扱
い
に
は
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

『
宗
湛
日
記
』
の
存
在
価
値
を
低
め
た
く
な
い
と
い
う
解

題
者
の
思
い
は
と
も
か
く
、
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
に
問
題

が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
、『
宗
湛
日

記
』
に
現
わ
れ
た
用
語
の
頻
度
を
ど
こ
ま
で
信
用
し
て
よ
い

も
の
か
が
問
題
と
な
る
。

史
料
的
な
信
憑
性
を
考
え
る
と
、『
天
王
寺
屋
会
記
』
→

『
山
上
宗
二
記
』
→
『
宗
湛
日
記
』
の
順
番
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
の
『
日
本
教
会
史
』
や
『
日
葡
辞

書
』
に
も
、
数
奇
も
茶
の
湯
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を

勘
案
す
る
と
、
一
概
に
『
天
王
寺
屋
会
記
』
の
記
述
形
態
だ

け
を
正
し
い
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
か
ん
た
ん
に
は
結
論
を
出
せ
な
い
と
い
え

よ
う
。
さ
ら
に
史
料
批
判
を
行
い
、
多
く
の
史
料
を
検
討
し

な
い
限
り
、
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

『
山
上
宗
二
記
』『
天
王
寺
屋
会
記
』『
宗
湛
日
記
』『
日
本

教
会
史
』
と
い
っ
た
戦
国
期
の
史
料
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、

『
天
王
寺
屋
会
記
』
を
除
い
て
、
他
は
記
述
内
容
を
そ
の
ま

ま
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
わ
び
」「
数
奇
」
に
つ
い
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、『
天
王
寺
屋
会
記
』『
宗
湛
日
記
』
の
記
述
に
お
い

て
、「
わ
び
」
と
い
う
用
語
は
登
場
し
な
か
っ
た
。『
日
本
教

会
史
』
に
は
「
侘
数
寄
」
は
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
文
化
概

念
を
も
っ
た
用
語
と
し
て
で
は
な
く
、
貧
窮
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
山
上
宗
二
記
』
だ
け
は

「
わ
び
」
を
、
美
意
識
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
使
用
し
て

い
る
。『
山
上
宗
二
記
』
だ
け
が
特
異
な
位
置
に
あ
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
「
わ
び
」
に
関
す
る
齟
齬
を
、
無
理
矢
理
に

解
消
し
た
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
一
人
特
異
性
を
放
っ
て
い
る
『
山
上
宗
二
記
』
の

史
料
批
判
を
徹
底
し
て
行
な
う
方
が
先
決
で
あ
ろ
う
。

「
数
奇
」
と
「
数
寄
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
結
論
を
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
宗
湛
日
記
』
を
見

る
限
り
で
は
、「
数
寄
」
は
「
数
奇
」
の
書
き
誤
り
で
し
か
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な
い
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
「
好
き
」
が
「
数

奇
」
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
隠
者
た
ち

の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
当
て
字
と
し

か
、
今
の
と
こ
ろ
は
推
測
で
き
な
い
。
よ
り
多
く
の
史
料
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

消
極
的
結
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
戦
国
期

の
茶
の
湯
を
か
ん
た
ん
に
「
わ
び
茶
」
と
い
う
こ
と
は
、
現

時
点
で
は
正
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た

い
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
一
六
世
紀
後
半
の
堺
に
住
し
た

天
王
寺
屋
に
お
い
て
は
、「
わ
び
」
も
「
数
奇
」
も
茶
会
記

に
使
用
さ
れ
ず
、「
茶
湯
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
繰
り

返
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
け

る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

最
初
、「
茶
湯
」
と
書
か
れ
た
時
は
、
茶
と
湯
と
い
う
意

味
の
「
ち
ゃ
と
う
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
禅
院
な
ど
で
儀
礼

の
場
で
も
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
禅
院
の
喫
茶
習
慣

は
、
鎌
倉
時
代
に
武
家
の
間
に
普
及
し
、
鎌
倉
末
期
の
金
沢

貞
顕
な
ど
は
接
客
に
し
ば
し
ば
お
茶
を
用
い
た
。
こ
の
段
階

で
、「
茶
湯
」
は
「
喫
茶
」
へ
と
意
味
を
広
げ
た
。

室
町
将
軍
足
利
義
政
は
、
唐
物
を
書
院
に
飾
る
室
礼
と
融

合
さ
せ
て
、「
ち
ゃ
の
ゆ
」
と
い
う
文
化
を
創
造
し
た
。
こ

こ
で
は
、
将
軍
な
ら
で
は
の
唐
物
荘
厳
に
よ
る
「
茶
の
湯
」

が
展
開
さ
れ
た
。
将
軍
の
文
化
は
守
護
大
名
に
伝
わ
り
、
世

間
に
流
布
し
た
。
し
か
し
、
世
は
戦
乱
の
時
代
で
あ
り
、
秩

序
が
崩
壊
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
富
豪
層
の
中
に
は
、
家

業
を
息
子
に
任
せ
、
自
ら
は
世
を
捨
て
、
隠
者
と
な
る
も
の

も
現
わ
れ
た
。
彼
ら
は
、
本
来
の
経
済
的
豊
か
さ
を
捨
て
、

世
捨
人
た
る
質
素
な
修
行
僧
の
生
活
を
気
取
っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
都
会
の
中
に
「
市
中
の
山
居
」
を
現
出
し
、
方
丈
の

よ
う
な
小
屋
に
住
ま
い
し
た
。
そ
し
て
、
質
素
を
模
し
た
生

活
の
中
で
、
将
軍
義
政
の
「
茶
の
湯
」
に
改
良
を
加
え
て
楽

し
み
始
め
た
。
こ
れ
を
世
間
の
人
は
「
数
奇
」
と
呼
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
物
好
き
な
人
々
が
行
な
う
、「
数
奇
」

の
文
化
で
あ
っ
た
。

こ
の
隠
者
の
数
奇
は
、
基
本
的
に
は
息
子
た
ち
が
受
け
継

い
だ
経
済
力
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
藁
屋
に
見

え
て
、
実
は
お
金
の
か
か
っ
た
特
別
な
小
屋
で
あ
っ
た
。
し

わびと数奇
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か
し
、
見
か
け
は
貧
し
い
小
屋
に
見
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
経

済
的
に
貧
し
い
人
た
ち
も
、
そ
れ
を
真
似
て
茶
の
湯
を
楽
し

む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
「
数
奇
」
と
は
区
別
し
て
「
侘

び
数
奇
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
、
貧
し
い
振

り
を
し
た
だ
け
で
、
実
際
は
豊
か
な
人
た
ち
が
行
っ
て
い
た

「
数
奇
」
も
、
本
当
に
貧
し
い
人
た
ち
が
行
な
う
よ
う
に
な

る
と
、
富
裕
者
の
間
で
は
、「
侘
数
寄
」
を
否
定
し
て
、
本

来
の
「
茶
の
湯
」
に
回
帰
す
る
人
た
ち
が
現
れ
た
。
紹
鷗
や

宗
達
た
ち
が
そ
う
し
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら

は
、
義
政
の
茶
の
湯
に
近
づ
こ
う
と
唐
物
名
物
を
蒐
集
し
た
。

そ
し
て
、
隠
者
た
ち
が
趣
味
的
に
行
っ
た
「
数
奇
」
に
禅
の

精
神
を
取
り
入
れ
て
、
ま
た
新
た
な
「
茶
の
湯
」
を
展
開
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
「
数
奇
」

「
わ
び
」
の
表
記
が
な
く
、「
茶
湯
」
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
う
し
た
強
い
意
志
の
表
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

１
茶
・
湯
（
禅
院
時
代
）
→　

２
喫
茶
（
鎌
倉
後
期
）

→　

３
茶
の
湯
（
東
山
文
化
）
→　

４
数
奇
・
侘
数
奇

（
応
仁
大
乱
後
）
→　

５
茶
の
湯
（
戦
国
期
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
も
っ
と
も
史
料
的
信
憑
性
の
高

い
『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
「
茶
湯
」
表
現
だ
け
が
記
さ
れ
、

い
さ
さ
か
後
世
の
編
纂
が
顕
著
な
『
宗
湛
日
記
』
に
「
茶

湯
」「
数
奇
」
な
ど
の
表
現
が
混
在
す
る
理
由
も
理
解
さ
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
数
奇
」
と
「
数
寄
」
に
つ
い
て
憶
測
を
述
べ

る
と
、
お
そ
ら
く
富
裕
な
人
た
ち
が
わ
ざ
と
貧
相
な
隠
者
を

装
っ
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
時
の
人
々

は
そ
れ
を
揶
揄
す
る
意
味
合
い
を
込
め
て
「
数
奇
」
と
評
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
戦
国
末
期
に

な
っ
て
、
贅
沢
な
数
寄
屋
が
登
場
す
る
と
、
そ
れ
は
羨
望
の

対
象
と
な
り
、「
数
奇
」
が
似
合
わ
な
い
表
現
と
な
り
、「
数

寄
」
と
い
う
文
字
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
史
料
的
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
応
の
見
解

を
示
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

（
１
）　

藤
原
正
夫
『
幽
玄
美
の
美
学
』
一
四
八
頁
、
塙
書
房
、

　
　
　

一
九
七
三
年
。

（
２
）　

矢
部
良
明
『
千
利
休
の
創
意―

冷
・
凍
・
寂
・
枯
か
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ら
の
飛
躍―

』
二
三
頁
、
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
３
）　

矢
部
同
書
、
四
九
頁
。

（
４
）　

西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』
校
倉
書
房
、　　
　

　
　
　

一
九
五
九
年
。

（
５
）　

熊
倉
功
夫
『
現
代
語
訳　

南
方
録
』
中
央
公
論
新
社
、

　
　
　

二
〇
〇
九
年
。

（
６
）　

望
月
信
成
『
わ
び
の
芸
術
』
九
六
頁
、
創
元
社
、　

　
　
　

一
九
六
七
年
。

（
７
）　

中
村
修
也
「
茶
の
湯
以
前
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
��
』

　
　
　

二
五
号
掲
載
、
二
〇
一
二
年
。

（
８
）　

望
月
同
書
、
九
八
頁
。

（
９
）　

岡
倉
覚
三
著
・
村
岡
博
訳
『
茶
の
本
』
岩
波
文
庫
、

　
　
　

二
一
頁
、
一
九
二
九
年
。

（
�0
）　

岡
倉
同
書
、
三
九
頁
。

（
��
）　

岡
倉
同
書
、
四
〇
頁
。

（
��
）　

岡
倉
同
書
、
五
〇
頁
。

（
��
）　

久
松
真
一
『
茶
道
の
哲
学
』
一
三
頁
、
講
談
社
学
術

　
　
　

文
庫
、
一
九
八
七
年
。

（
�4
）　

久
松
同
書
、
一
四
頁
。

（
�5
）　

久
松
同
書
、
一
六
頁
。

（
�6
）　

久
松
同
書
、
一
七
三
頁
。

（
��
）　

久
松
同
書
、
一
七
六
頁
。

（
��
）　

久
松
同
書
、
一
七
六
頁
。

（
�9
）　

神
津
朝
夫
『
千
利
休
の
「
わ
び
」
と
は
な
に
か
』　

　
　
　

五
五
頁
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
�0
）　

神
津
同
書
、
一
五
八
頁
。

（
��
）　

神
津
同
書
、
二
一
六
頁
。

（
��
）　

神
津
同
書
、
九
八
～
一
〇
〇
頁
。

（
��
）　

神
津
朝
夫
『
山
上
宗
二
記
入
門
』
二
四
八
頁
、
角
川

　
　
　

学
芸
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

（
�4
）　

柳
宗
悦
『
茶
と
美　

柳
宗
悦
選
集
第
六
巻
』　　
　

　
　
　

一
九
六
〇
年
、
後
に
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇

　
　
　

年
。

（
�5
）　

熊
倉
功
夫
「
数
寄
の
発
生
と
展
開
」（『
淡
交
』　　

　
　
　

三
二
七
号
掲
載
、
一
九
七
四
年
）。

（
�6
）　

柳
同
書
、
二
九
四
頁
。

（
��
）　

柳
同
書
、
二
九
五
頁
。

（
��
）　

柳
同
書
、
二
九
六
頁
。
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（
�9
）　

柳
同
書
、
二
九
六
～
七
頁
。

（
�0
）　

ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
著
／
佐
野
泰
彦
・
浜
口

　
　
　

乃
二
雄
訳
『
大
航
海
叢
書
第
Ⅰ
期
９
日
本
教
会
史　

　
　
　
（
上
）』、
五
九
七
頁
、
岩
波
書
店
。

（
��
）　

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
同
書
、
六
〇
二
頁
。

（
��
）　

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
同
書
、
六
一
一
頁
。

（
��
）　

ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
同
書
、
六
〇
四
頁
。

（
�4
）　

熊
倉
前
掲
論
文
。

（
�5
）　

永
島
福
太
郎
「
解
題
」（『
天
王
寺
屋
会
記　

七
』
所

　
　
　

収
、
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
�6
）　

熊
倉
功
夫
校
注
『
山
上
宗
二
記
』
岩
波
書
店
、　　

　
　
　

二
〇
〇
六
年
。

（
��
）　
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻
、
三
九
四
頁
、
淡
交
社
、

　
　
　

一
九
五
八
年
。
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