
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
（
七
）

｜

柳
田
国
男
「
親
棄
山
」
－

　
　
　
　
　
一

　
　
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
親
棄

山
」
と
い
う
文
章
は
、
戦
争
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
そ
の
初
出
は
昭

和
二
十
年
二
月
、
三
月
の
『
少
女
の
友
』
（
三
八
巻
二
号
、
三
号
）

で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
は
次
第
に
空
襲
が
激
し
さ
を
増
し
、
月
を

追
っ
て
本
が
街
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
本
ば
か
り
で
は
な
い
。

食
糧
事
情
も
悪
化
し
て
、
み
ん
な
が
飢
餓
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
八
月
十
五
日
の
敗
戦
。
そ
の
日
を
契
機
に
し
て
、
日
本
が
大

き
く
変
っ
て
い
く
年
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
時
代
を
先

取
り
し
た
よ
う
な
「
親
棄
山
」
と
い
う
文
章
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、

た
い
そ
う
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
中
で
柳
田
国

男
が
〈
親
棄
山
と
は
け
し
か
ら
ぬ
話
、
聴
く
も
耳
の
旗
れ
と
思
う
人

も
あ
ろ
う
が
、
是
は
そ
う
い
う
驚
く
よ
う
な
話
題
を
出
し
て
、
先
ず

聴
く
者
の
注
意
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
手
だ
て
で
あ
っ
た
、
実
際

工
　
　
藤

茂

　
は
人
に
孝
行
を
勤
め
る
話
な
の
で
あ
る
。
〉
　
（
『
母
の
手
毬
歌
』
）
と

　
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
古
来
こ
の
話
は
親
不
孝
の
話
で
は
な
く
、
む

　
し
ろ
、
親
孝
行
の
話
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
戦

　
後
の
人
情
を
風
刺
す
る
か
の
よ
う
な
題
名
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
「
親
棄
山
」
は
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
後
、
単
行
本
『
村
と

　
学
童
』
（
朝
日
新
聞
社
）
、
『
母
の
手
毬
歌
』
（
芝
書
店
）
に
、
他
の
文

　
章
「
母
の
手
毬
歌
」
「
マ
ハ
ッ
ブ
の
話
」
「
三
角
は
飛
ぶ
」
　
「
三
度
の

　
食
事
」
「
棒
の
歴
史
」
「
千
駄
焚
き
」
な
ど
と
共
に
収
録
さ
れ
た
。
前

’
者
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
疎
開
学
童
の
書
物
が
足

　
り
な
い
と
い
う
の
で
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
筆
者
は
、

　
そ
の
対
象
と
な
る
読
者
を
当
時
の
小
学
校
五
・
六
年
生
に
設
定
し
、

　
こ
の
年
代
の
者
が
く
め
い
め
い
の
自
力
を
も
っ
て
、
初
め
て
知
る
言

　
葉
の
意
味
と
真
価
と
を
、
覚
え
込
も
う
と
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
〉

　
年
代
だ
と
考
え
、
そ
う
い
っ
た
学
童
た
ち
に
疎
開
の
た
め
に
始
め
て

　
入
っ
た
土
地
で
〈
急
に
い
き
い
き
と
し
て
き
た
注
意
力
と
知
識
欲
と

９



を
、
出
来
る
だ
け
一
生
の
た
め
に
な
る
方
向
へ
働
か
す
や
う
に
、
当

人
た
ち
に
も
考
へ
付
か
せ
る
こ
と
〉
を
意
図
し
て
こ
れ
ら
の
文
章
を

ま
と
め
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
こ
の
よ
う
な
発
想
を
す
る
の
は
、

あ
る
面
で
は
ず
い
ぶ
ん
精
神
的
な
ゆ
と
り
の
あ
る
人
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
は
戦
争

の
こ
と
と
、
食
糧
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
し

か
も
、
私
た
ち
は
何
よ
り
も
先
に
、
祖
国
の
た
め
に
自
己
の
命
を
李

め
ら
れ
、
そ
の
く
せ
、
飯
も
緑
に
食
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
お
く
び
に
も
出
さ
ず
、
以

上
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
こ
の
書
物
を
出
版
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ

の
筆
者
の
先
見
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
こ
の
本
は
ま

た
、
疎
開
し
た
学
童
に
為
に
な
る
話
を
し
て
聞
か
せ
た
い
と
思
っ
て

い
る
そ
の
土
地
の
人
々
、
つ
ま
り
、
大
人
を
も
対
象
に
し
て
編
ま
れ

た
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
筆
者
は
、
〈
今
ま
で
何
処
で
も
こ
の

通
り
と
考
へ
て
居
た
こ
と
が
、
め
っ
た
に
よ
そ
で
は
出
逢
は
ぬ
こ
と

だ
っ
た
り
、
又
は
そ
の
反
対
に
爰
ば
か
り
と
思
ふ
こ
と
が
、
遠
く
離

れ
た
多
く
の
上
地
に
も
あ
っ
て
、
愈
そ
の
由
来
を
究
め
ず
に
は
い
ら

れ
ぬ
問
題
が
、
幾
つ
と
無
く
こ
の
本
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
か
ら
〉

と
同
じ
「
は
し
が
き
」
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
実
は
、
こ
れ
こ
そ

が
こ
の
本
の
内
容
の
特
色
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
ば
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
『
村
と
学
童
』
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
来
は

敗
戦
前
に
発
刊
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
結
局
当
時
の
逼
迫
し
た

事
情
か
ら
、
敗
戦
の
月
の
翌
月
、
昭
和
二
十
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
『
母
の
手
毬
歌
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら

に
四
年
経
っ
た
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私

の
手
元
に
あ
る
の
は
、
「
学
友
文
庫
」
１
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
そ
の

一
冊
で
あ
る
。
戦
後
の
出
版
を
示
す
よ
う
に
、
表
記
は
現
代
仮
名
遣

い
に
直
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
字
は
旧
字
体
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
に

収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
千
駄
焚
き
」
「
親
棄
山
」
「
マ
ハ
ッ
ブ
の

話
」
「
三
度
の
食
事
」
「
母
の
手
毬
歌
」
の
五
つ
の
文
章
で
あ
る
。

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
一
巻
に
収
録
さ
れ
た
文
章
と
、
『
母
の

手
毬
歌
』
に
収
め
ら
れ
た
そ
れ
と
で
は
、
仮
名
遣
い
が
相
違
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
後
者
の
仮
名
遣
い
は
、
「
学
友
文
庫
」
の
編
集
者
が

著
者
の
了
解
を
得
て
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
著
者
の
書
い
た
文
章
通
り
の
仮
名
遣
い
で
印

刷
さ
れ
た
、
前
者
の
文
章
に
よ
っ
て
こ
の
稿
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
で
は
手
元
に
あ
る
『
母
の
手
毬
歌
』
の
出
版
さ
れ
た
当

時
の
出
版
界
の
雰
囲
気
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
以
下
こ
の

本
の
本
文
を
対
象
に
し
て
、
拙
稿
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
（
た
だ
し
、
漢
字
は
印
刷
の
都
合
で
当
用
漢
字
体
に
直
し
た
。
）

　
と
こ
ろ
で
柳
田
国
男
は
、
こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

　
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
四
年
前
、
空
の
猛
火
は
だ
ん
だ
ん
に
迫
っ

て
来
て
、
自
分
た
ち
の
生
死
も
全
く
不
定
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
村

に
避
難
を
し
て
居
る
小
学
生
諸
君
、
そ
う
い
う
中
で
も
殊
に
始

め
て
親
の
手
を
離
れ
て
、
淋
し
が
っ
て
居
る
女
の
子
に
読
ま
せ

た
い
と
思
っ
て
、
私
は
斯
う
い
う
文
章
を
十
ば
か
り
書
い
て
見
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た
。
其
中
の
六
つ
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
て
、
『
村
と
学
童
』

と
い
う
名
で
出
版
し
て
居
る
。

　
先
に
引
用
し
た
『
村
と
学
童
』
の
「
は
し
が
き
」
は
、
昭
和
二
十

年
七
月
、
つ
ま
り
戦
時
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
文

章
は
、
戦
後
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
。
し
か
し
そ
れ

が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
年
経
っ
て
か
ら
で
あ
っ

た
。
柳
田
は
右
の
文
章
に
続
け
て
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
書
い
て
い

る
。

　
し
か
し
こ
の
本
の
中
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
戦
が
す
ん
で

し
ま
え
ば
も
う
用
は
無
い
と
、
い
う
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は

無
か
っ
た
。
む
し
ろ
折
角
珍
し
い
上
地
に
来
て
居
る
の
だ
か
ら
、

た
だ
淋
し
が
っ
た
り
、
う
ち
を
恋
し
が
っ
た
り
し
て
居
な
い
で
、

出
来
る
だ
け
周
囲
の
事
物
に
注
意
を
払
い
、
今
ま
で
知
ら
ず
に

居
た
色
々
の
面
白
い
話
を
、
聴
い
て
覚
え
て
お
く
よ
う
に
し
よ

う
と
い
う
の
が
、
こ
れ
を
書
い
た
と
き
か
ら
の
私
の
趣
意
で
あ
っ

た
。

　
柳
田
が
ね
ら
い
と
し
た
の
は
、
以
上
の
文
章
で
分
か
る
よ
う
に
、

異
な
る
土
地
に
疎
開
し
て
い
る
児
童
に
、
そ
の
上
地
の
伝
承
に
注
目

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
民
俗
学
へ
の
誘
い
を
こ
の

よ
う
な
形
で
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
以
下
に
続
く

「
あ
と
が
き
」
の
文
章
が
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

　
現
在
は
旅
行
が
中
々
六
つ
か
し
く
、
又
新
し
い
読
み
物
が
多

過
ぎ
て
、
疎
開
の
日
の
こ
と
な
ど
は
忘
れ
か
け
て
居
る
で
あ
ろ

う
が
、
皆
さ
ん
が
大
き
く
な
り
、
上
の
学
校
に
進
み
、
社
会
の

数
々
の
問
題
に
触
れ
て
行
く
た
び
に
、
き
っ
と
あ
の
当
時
の
印

象
が
あ
ざ
や
か
に
活
き
か
え
り
、
ど
う
い
う
わ
け
で
と
い
う
不

審
を
、
今
に
起
さ
ず
に
居
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
略
）
私
た
ち
は
も
っ
と
詳
し
く
他
処
の
人
の
生
活
を
知
り
、

同
時
に
又
町
と
田
舎
と
の
間
に
、
ど
う
し
て
こ
の
様
な
多
く
の

ち
が
い
が
出
来
た
か
を
、
考
え
て
み
よ
う
と
し
て
居
る
の
で
あ

る
。

　
柳
田
の
念
願
ど
お
り
、
戦
後
民
俗
学
に
携
わ
る
人
口
は
増
加
し
、

そ
の
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
さ
て
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
ね
ら
い
で
出
版
さ
れ
た
『
母
の
手
毬

歌
』
に
収
め
ら
れ
た
「
親
棄
山
」
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
、
以
下
検

討
を
加
え
て
い
っ
て
み
た
い
。

一

一

「
親
棄
山
」
は
、
以
下
の
順
序
で
話
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。

　
一
　
有
名
な
昔
話

　
二
　
四
通
り
の
話
し
方

　
三
　
老
人
の
知
恵

　
四
　
七
曲
の
玉
の
緒
そ
の
他

-
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五
　
外
国
で
作
っ
た
昔
話

　
　
六
　
接
穂
と
台
木

　
　
七
　
日
本
で
出
来
た
昔
話

　
　
ハ
　
昔
話
と
和
歌

　
　
九
　
母
の
愛
情

　
こ
の
文
章
の
第
一
の
特
色
は
、
親
棄
山
の
昔
話
を
以
下
の
よ
う
に

四
通
り
に
分
類
し
た
、
、
そ
の
分
類
の
仕
方
に
あ
る
。
　
　
　
　
‘

　
第
一
種
の
話
と
い
う
の
は
、
或
る
男
が
六
十
に
な
っ
た
親
を

春
と
か
箸
と
か
に
入
れ
て
、
小
さ
い
息
子
に
片
棒
を
か
っ
が
せ

て
、
山
の
奥
へ
棄
て
に
行
く
。
や
が
て
簑
も
棒
も
そ
こ
に
お
い

て
帰
っ
て
来
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
孫
が
父
に
向
っ
て
、
是
は

家
へ
持
っ
て
還
り
ま
し
ょ
う
。
今
に
又
い
る
こ
と
が
有
る
か
ら

と
謂
っ
た
。
そ
れ
を
聴
い
て
男
は
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
と
心
づ
き
、

親
を
棄
て
る
こ
と
を
止
め
て
又
つ
れ
戻
っ
た
と
い
う
の
で
、
こ

の
話
は
よ
ほ
ど
古
い
頃
か
ら
、
支
那
で
有
名
な
話
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
色
々
の
本
に
も
絵
に
も
彫
刻
に
も
な
っ
て
居
る
。

　
柳
田
国
男
は
四
種
の
話
の
う
ち
、
右
に
引
用
し
た
話
を
そ
の
最
初

に
紹
介
す
る
。
そ
の
意
図
は
外
来
種
の
昔
話
を
最
初
に
紹
介
し
、
在

来
種
の
そ
れ
を
最
後
に
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

の
ほ
う
が
日
本
に
も
古
く
か
ら
こ
の
話
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
外
国
か

ら
入
っ
て
き
た
話
が
接
ぎ
木
さ
れ
て
現
在
の
よ
う
な
昔
話
が
で
き
上

が
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
く
こ
の
文
章
の
展
開
に
都
合
が

い
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
大
成
９
』
を

見
る
と
、
こ
の
話
は
「
五
二
三
Ｃ
　
親
棄
谷
」
と
し
て
「
親
棄
山
」

の
昔
話
の
三
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
分
類
整
理

さ
れ
て
い
る
昔
話
に
は
、
柳
田
が
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る

あ
と
三
つ
の
話
（
難
題
型
、
闘
争
型
、
枝
折
型
の
話
）
が
混
在
し
て

い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
話
を
分
類
の
最
初
に
持
っ
て
く
る
方
法
は
注
（
１
）

に
引
用
し
た
『
日
本
お
伽
果
Ｉ
』
の
分
類
と
同
じ
で
、
そ
こ
に
「
第

一
　
原
谷
の
物
語
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
書
で
は
こ
れ
を

印
度
起
源
の
伝
説
と
し
て
い
る
が
、
柳
田
国
男
は
右
の
引
用
で
も
分

か
る
よ
う
に
、
中
国
起
源
と
し
て
い
る
。
文
献
を
見
る
限
り
で
は
後

者
の
起
源
説
が
適
切
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』

に
〈
震
旦
厚
谷
〉
、
『
私
案
百
因
縁
集
』
に
〈
楚
人
孝
孫
原
谷
〉
、

『
沙
石
集
』
に
〈
漢
朝
二
元
啓
卜
云
者
〉
と
あ
る
の
だ
か
ら
。
し
か

し
、
関
敬
吾
の
『
日
本
の
昔
話
』
　
（
昭
5
2
・
日
本
放
送
出
版
協
会
）

に
よ
る
と
、
こ
の
親
棄
昔
の
昔
話
は
春
を
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
代
え
て
国

際
目
録
タ
イ
プ
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
世
界
に
広
く
分
布
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
原
谷
の
物
語
」
の
〈
原
谷
〉
と
は
、
先
に
引
用
し

た
柳
田
の
文
章
に
出
て
く
る
〈
小
さ
い
息
子
〉
、
す
な
わ
ち
孫
の
名

前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
文
献
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
は
以

上
の
と
お
り
。
な
お
、
未
見
で
あ
る
が
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の

『
今
昔
物
語
集
』
お
よ
び
『
沙
石
集
』
の
頭
注
に
よ
る
と
、
原
典

（
出
典
）
の
『
孝
子
伝
』
で
は
〈
孝
孫
原
谷
〉
と
な
っ
て
い
る
と
い
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う
。
そ
こ
で
「
原
谷
の
物
語
」
と
し
て
分
類
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

じ
頭
注
に
よ
る
と
、
米
沢
本
の
『
沙
石
集
』
に
は
〈
原
谷
元
啓
卜
云
二

人
ノ
子
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
二
種
の
話
し
方
は
、
是
よ
り
も
今
す
こ
し
込
み
入
っ
て
居

て
興
味
が
あ
る
。
む
か
し
む
か
し
或
国
の
工
が
、
年
寄
り
は
い

ら
ぬ
も
の
だ
か
ら
皆
棄
て
て
し
ま
え
と
い
う
命
令
を
出
し
て
、

そ
れ
に
背
い
た
者
は
厳
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
居
た
際
に
、

丁
人
の
孝
行
者
が
ど
う
し
て
も
棄
て
る
こ
と
が
出
来
ず
、
親
を

床
の
下
と
か
土
手
の
陰
と
か
に
匿
し
て
置
い
て
、
そ
っ
と
毎
日

の
食
物
を
運
ん
で
養
っ
て
居
た
。
そ
の
う
ち
に
敵
の
国
か
ら
こ

ち
ら
の
人
の
知
恵
を
試
そ
う
と
思
っ
て
、
む
つ
か
し
い
問
題
を

出
し
て
来
た
。
是
に
答
え
ぬ
と
恥
で
も
あ
り
、
又
賢
い
人
が
無

い
と
知
っ
て
、
攻
め
て
来
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
、
誰
か

こ
の
難
題
を
解
く
者
が
あ
っ
た
ら
、
望
み
次
第
の
褒
美
を
下
さ

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
親
を
匿
し
て
ゐ
た
孝
行
な
倅
が
其

話
を
親
に
す
る
と
、
そ
ん
な
事
は
何
で
も
無
い
。
斯
う
す
れ
ば

よ
い
の
だ
と
簡
単
に
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
王
様
の
と
こ
ろ

へ
申
し
出
て
、
賞
与
の
代
り
に
は
親
を
棄
て
な
か
っ
た
罪
を
宥

し
て
下
さ
い
と
い
う
と
、
王
も
始
め
て
老
人
は
賢
こ
い
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
心
づ
き
、
か
つ
は
息
子
の
や
さ
し
い
心
掛
け
に

感
心
し
て
、
約
束
の
褒
美
を
与
え
る
と
共
に
、
早
速
そ
ん
な
ま

ち
が
っ
た
命
令
を
取
り
消
し
た
と
い
う
話
…
…
。

　
　
こ
の
話
は
他
国
か
ら
出
さ
れ
た
難
題
を
老
人
の
知
恵
を
借
り
て
解

　
く
内
容
か
ら
、
難
題
型
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
本
の
昔
話
で
は
こ
の

　
型
の
親
棄
山
の
話
が
最
も
多
い
の
で
、
『
日
本
昔
話
大
成
』
で
は

　
「
五
二
三
Ａ
　
親
棄
山
」
と
し
て
そ
の
分
類
の
最
初
に
位
置
づ
け
ら

　
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
昔
話
は
古
く
か
ら
日
本
で
語
ら
れ
て
い
た

　
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
〈
是
も
我
邦
へ
は
支
那

　
か
ら
入
っ
て
米
た
ら
し
い
が
、
元
の
起
り
は
印
度
で
あ
り
、
雑
宝
蔵

　
経
と
い
う
仏
法
の
経
文
の
中
に
、
出
て
居
る
と
い
う
こ
と
ま
で
今
日

　
で
は
も
う
判
っ
て
居
る
〉
と
柳
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
外
来
種

　
の
昔
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
お
伽
集
Ｉ
』
で
は
「
第
二
　
蟻

　
通
明
神
の
物
語
」
と
し
、
こ
れ
も
印
度
起
源
と
注
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　
難
題
型
の
こ
の
話
は
、
文
献
上
で
は
二
系
列
に
分
離
す
る
。
そ
の

　
一
つ
は
『
枕
草
子
』
『
今
昔
物
語
集
』
の
系
列
。
も
う
一
つ
は
蟻
通

　
明
神
の
縁
起
と
で
も
い
う
べ
き
『
貴
之
集
』
『
俊
頼
口
伝
集
』
の
蟻

　
通
の
歌
の
項
、
『
神
道
集
』
の
「
蟻
通
明
神
事
」
、
『
室
町
時
代
物
語

　
大
成
』
に
収
め
ら
れ
た
奈
良
絵
本
、
お
よ
び
謡
曲
の
「
蟻
通
」
　
の

　
系
列
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
系
列
と
同
じ
内
容
を
持
っ
た
伝
説
を

’
『
日
本
昔
話
大
成
』
で
は
「
五
二
二
Ｂ
　
蟻
通
明
神
」
と
し
て
二
番

　
目
に
分
類
し
て
い
る
。
だ
が
、
柳
田
の
「
親
棄
山
」
に
は
こ
の
項
目

　
の
分
類
は
な
く
、
　
〈
一
ば
ん
有
名
な
の
は
七
曲
の

　
玉
の
緒
、
一
名
を
蟻
通
し
と
い
う
話
、
是
は
今
か
ら
千
年
も
昔
、

　
紀
貴
之
よ
り
も
前
の
事
と
さ
え
言
わ
れ
て
居
る
〉
と
、
第
二
種
の
話

　
の
中
に
含
め
て
説
明
し
て
い
る
。

　
　
今
で
も
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
ク
イ
ズ
番
組
に
人
気
が
集
中
す
る
よ
う
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に
、
親
棄
山
の
昔
話
も
難
題
型
の
そ
れ
が
最
も
も
て
は
や
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
昔
話
の
難
題
を
柳
田
は
七
例
挙
げ
て
説
明
し
て
い

　
　
出
七
曲
の
玉
の
緒
（
法
螺
貝
、
栄
螺
の
殼
の
底
の
穴
な
ど
に
緒

　
　
　
　
を
通
す
。
）

　
　
ぼ
木
の
本
末
の
判
別

　
　
閣
親
子
馬
の
見
分
け
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
㈲
二
匹
の
蛇
の
雌
雄
の
区
別

　
　
㈲
象
（
で
っ
か
い
牡
牛
）
の
重
さ

　
　
㈲
灰
縄
千
束
を
献
上

　
　
閉
打
た
ぬ
太
鼓
の
鳴
る
太
鼓

　
右
の
う
ち
㈲
と
閉
を
筆
者
は
〈
是
だ
け
は
日
本
で
昔
話
を
す
る
人

た
ち
が
、
思
い
付
い
た
趣
向
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
〉
と
述
べ
て

い
る
。
な
お
出
と
㈲
の
括
弧
の
中
は
日
本
に
渡
来
し
て
か
ら
の
難
題

の
日
本
化
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
で
関
敬
吾
は
、
『
日
本
の
昔
話
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
と
同

一
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
つ
話
が
、
古
く
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
「
ハ
イ
カ
ル
昔

話
」
や
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
〈
『
今
昔
物
語
集
』

の
「
遺
老
伝
説
」
の
出
典
は
『
雑
宝
蔵
経
』
巻
第
一
と
し
て
あ
る
。

棄
て
ら
れ
る
の
は
父
で
は
な
く
母
と
な
っ
て
い
る
。
課
題
は
、
牝
馬

の
親
子
、
本
の
本
末
の
判
定
、
象
の
重
さ
の
三
つ
で
あ
る
。
『
イ
ン

ド
の
説
話
』
に
あ
げ
ら
れ
た
説
話
で
『
今
昔
物
語
集
』
と
異
な
る
も

の
は
毒
蛇
の
雌
雄
、
覚
者
と
隠
者
の
区
別
、
ひ
と
す
く
い
の
水
が
大

海
よ
り
多
い
と
い
う
理
由
な
ど
が
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
『
今
昔
物
語
巣
』
巻
第
五
天
竺
付
仏
前
の
「
七
十
余
人
流
造
他
国

国
語
第
坦
二
」
の
出
典
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
よ
る
と

　
〈
雑
宝
雑
経
第
一
㈲
棄
老
国
縁
（
法
苑
珠
林
巻
第
四
十
九
、
不
孝
篇

第
五
十
、
棄
父
部
第
四
に
も
引
く
）
。
た
だ
し
、
本
巣
の
「
母
」
を

原
典
「
父
」
に
作
る
ほ
か
、
難
題
は
す
べ
て
天
神
が
試
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
原
典
に
は
、
二
蛇
の
雌
雄
を
知
る
こ
と
、
睡
者
と

覚
者
と
の
別
、
一
掬
の
水
が
大
海
よ
り
多
い
こ
と
等
を
以
て
た
め
す

活
か
あ
る
。
〉
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
雑
宝
蔵
経
』
は
元
魏
の
古
迦
夜
、
曇
曜
共
訳
の
漢
訳
経
典
で
あ

る
か
ら
、
難
題
型
の
親
棄
山
の
昔
話
が
、
柳
田
の
言
う
よ
う
に
印
度

起
源
で
、
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
で
実
際
に
展
開
さ
れ
て
い
る
天
神

の
難
題
と
は
、
ど
の
よ
う
な
難
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
正
原
版

大
蔵
経
所
収
の
『
雑
宝
蔵
経
』
に
そ
れ
を
探
っ
た
ら
、
次
の
よ
う
な

九
つ
の
難
題
で
あ
っ
た
。

　
田
　
捉
’
「
持
二
蛇
一
。
著
二
王
殿
上
一
。
而
作
二
是
言
一
。
若
別
二
雄

　
　
雌
一
…
…
。

　
閣
　
誰
於
二
睡
者
一
。
名
レ
之
為
レ
覚
。
誰
於
二
覚
者
一
。
名
レ
之

　
　
為
レ
睡
。

　
閣
　
此
大
白
象
。
有
二
幾
斤
画
一
。

　
㈲
　
以
上
掬
水
一
。
多
二
於
大
海
一
。
誰
能
知
レ
之
。

　
閤
　
（
天
神
復
化
作
一
一
餓
人
一
。
連
骸
柱
゛
骨
。
而
未
開
言
。
）
世

　
　
頗
有
三
大
観
窮
痩
苦
劇
一
一
於
我
一
不
。

　
㈲
　
（
天
神
父
復
化
作
三
人
一
。
手
脚
枡
械
。
項
復
著
レ
鎖
。
身

一
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中
火
出
。
挙
体
燃
爛
。
而
又
問
言
。
）
世
頗
有
三
人
苦
・
‘
劇
我
一

　
　
不
。

　
ｍ
　
（
天
神
父
化
作
土
女
人
一
。
端
敵
（
正
）
壊
（
塊
）
璋
。
喩

　
　
蹟
一
一
於
世
人
一
。
而
又
問
言
。
）
世
間
頗
有
二
端
政
之
人
如
（
似
）
レ

　
　
我
者
一
不
。

　
㈲
　
（
天
神
父
以
一
工
具
接
木
方
直
正
等
一
。
又
復
問
言
。
）
何
物
。

　
　
是
頭
。

　
㈲
　
（
天
神
父
以
兄
一
白
躊
（
草
）
馬
形
色
無
ｒ
異
而
復
問
言
。
）

　
　
誰
母
誰
子
。

　
な
お
、
『
法
苑
珠
林
』
の
難
問
は
、
『
雑
宝
蔵
経
』
の
本
文
を
引
用

し
て
あ
る
の
で
、
右
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
漢

訳
経
典
の
難
問
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
日
本
化
し
た
説
話
に
使
用

さ
れ
て
い
た
の
は
田
ぼ
㈲
㈲
と
い
っ
た
、
理
解
し
易
い
そ
れ
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
そ
れ
が
さ
ら
に
日
本
化
し
て
、
象
が
牛

に
替
わ
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
面
白
い
こ
と
に
、
『
雑

宝
蔵
経
』
に
は
『
枕
草
子
』
の
第
三
問
に
あ
た
る
「
七
曲
の
玉
の
緒
」

つ
ま
り
、
蟻
通
の
難
問
が
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
そ
れ
以
外
の
資
料

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
下
の
頭

注
で
は
、
〈
後
世
の
文
献
で
は
あ
る
が
〉
と
し
な
が
ら
も
末
の
睦
庵

撰
の
『
祖
庭
事
苑
』
の
一
文
を
掲
げ
、
〈
そ
の
原
拠
と
な
っ
た
世
伝

を
未
だ
調
査
す
る
に
至
ら
な
い
が
〉
と
断
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
孔
子

世
伝
の
よ
う
な
資
料
が
清
少
納
言
の
時
代
、
い
や
紀
貴
之
の
時
代
よ

り
早
く
日
本
に
渡
り
、
そ
れ
が
蟻
通
の
難
題
を
日
本
に
も
た
ら
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
原
拠
は
今
の
と
こ
ろ
判
然

と
し
な
い
が
、
後
世
の
『
神
道
集
』
や
奈
良
絵
本
に
照
ら
し
て
、

「
七
曲
の
玉
の
緒
」
の
難
題
も
ま
た
柳
田
の
言
う
よ
う
に
外
来
種
の

難
題
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
関
敬
吾
の
『
日
本
の
昔
話
』
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
〈
「
灰
縄
干

束
」
は
（
略
）
「
砂
で
縄
を
な
う
」
（
ｙ
Ｈ
｛
｛
２
｝
か
ら
変
化
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
起
源
は
き
わ
め
て
古
く
Ｂ
Ｃ
二
〇

〇
〇
年
代
の
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
の
ア
ヒ
カ
ー
ル
伝
説
(
A
h
i
k
a
r
‐
。
H
a
i
k

a
r
‐5
a
g
e
）
に
あ
る
〉
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
元
は
外
国
種
の
難
題
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
柳
田
の
分
類
し
た
二
種
の
昔
話
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
結

果
分
か
っ
た
こ
と
は
、
実
際
に
語
ら
れ
て
き
た
昔
話
を
ず
い
ぷ
ん
と

純
化
し
、
整
理
し
た
上
で
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

『
日
本
昔
話
大
成
』
に
分
類
整
理
さ
れ
た
昔
話
と
比
較
対
照
し
て
み

れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
棄
苗
の
昔
話
で
も
後
者
の
そ
れ
に

は
難
題
型
、
闘
争
型
、
枝
折
型
が
混
在
し
て
い
る
し
、
難
題
型
の
そ

れ
に
も
他
の
要
素
が
分
か
ち
が
た
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
上

の
よ
う
に
純
化
し
て
述
べ
て
き
た
理
由
を
、
私
た
ち
は
「
六
　
接
穂

と
台
木
」
の
章
に
発
見
す
る
。
そ
こ
で
柳
田
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
外
国
種
の
昔
話
を
、
〈
老
人
は
考
え
深
く
又
色
々
の
好
い
経
験
を

積
み
貯
え
て
居
て
、
何
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
助
け
て
く
れ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
は
、
親
孝
行

一
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も
勘
定
ず
く
に
な
っ
て
、
我
々
の
心
持
と
は
一
致
し
な
い
〉
と
批
判

し
な
が
ら
、
〈
し
か
し
斯
う
い
っ
た
外
国
の
昔
話
が
、
千
年
も
八
百

年
も
前
に
、
も
う
我
邦
の
人
た
ち
に
覚
え
ら
れ
て
居
た
と
い
う
こ
と

は
こ
ち
ら
に
も
そ
れ
と
半
分
以
上
似
か
よ
う
た
も
の
が
有
っ
た
為
だ

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
〉
と
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
の

上
で
そ
の
台
木
と
も
言
う
べ
き
在
来
種
の
昔
話
に
、
外
来
種
の
そ
れ

が
接
穂
さ
れ
て
花
開
い
た
の
が
こ
の
昔
話
だ
っ
た
、
と
推
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
’
の
た
め
に
彼
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
昔

話
を
で
き
る
だ
け
単
純
な
型
（
基
本
型
）
に
整
理
し
て
提
示
し
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
分
類
が
『
日
本
昔
話
大
成
』
の
分
類
と
異
な

る
の
も
、
こ
の
せ
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
三
種
の
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
『
大
和
物

語
』
な
ど
に
出
て
く
る
信
州
更
級
の
銕
捨
山
の
話
と
、
そ
れ
と
前
半

は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
後
半
は
大
い
に
趣
を
異
に
す
る
奥
羽
地
方

な
ど
で
行
な
わ
れ
て
い
る
昔
話
で
あ
る
。

（
略
）
男
は
心
が
や
さ
し
く
、
い
つ
で
も
孝
養
し
た
い
と
思
う

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
女
房
が
甚
だ
よ
く
な
い
女
で
、
年
寄
を

う
る
さ
が
っ
て
棄
て
て
し
ま
い
な
さ
い
と
始
終
勧
め
る
。
あ
ま

り
色
々
と
い
う
の
で
男
も
つ
い
に
負
け
て
、
姥
を
だ
ま
し
て
山

へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
（
略
）
大
和
物
語
な
ど
に
書
い

て
あ
る
の
は
、
そ
の
晩
は
ち
ょ
う
ど
好
い
月
夜
で
、
じ
っ
と
山

を
眺
め
て
居
る
と
悲
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
男
は

　
　
我
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
級
や
お
ば
す
て
山
に
照
る
月

　
　
を
見
て

と
い
う
一
首
の
歌
を
詠
ん
で
、
又
再
び
老
女
を
迎
え
に
行
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
居
て
、
其
あ
と
ど
う
し
た
か
を
詳
し
く

は
語
っ
て
居
な
い
…
…

　
こ
の
話
は
嫁
姑
の
争
い
が
絡
む
の
で
闘
争
型
と
言
わ
れ
て
い
る
昔

話
で
あ
る
。
以
上
の
と
こ
ろ
で
話
が
終
っ
て
い
る
の
は
、
『
大
和
物

語
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
本
朝
付
雑
事
、
そ
れ
に
『
俊
頼

口
伝
集
』
の
当
該
歌
の
項
な
ど
で
、
昔
話
に
は
右
の
歌
の
代
り
に
以

下
の
よ
う
な
老
婆
致
富
譚
が
続
い
て
い
く
。

　
（
略
）
老
婆
は
常
日
頃
心
掛
け
の
よ
い
人
だ
っ
た
故
に
、
山
の

神
様
の
恵
み
を
受
け
、
又
は
不
思
議
の
幸
運
に
よ
っ
て
、
思
う

こ
と
の
何
で
も
叶
う
打
出
小
槌
と
い
う
宝
物
を
手
に
入
れ
る
。

そ
れ
で
地
を
敲
い
て
、
先
ず
食
べ
物
や
着
物
を
打
出
し
、
次
に

自
分
が
若
く
又
美
し
く
な
り
、
そ
れ
か
ら
其
山
中
を
大
き
な
町

に
し
て
、
立
派
な
家
を
そ
の
中
央
に
出
現
さ
せ
て
店
を
開
い
た

と
も
言
え
ば
、
酒
屋
に
な
っ
た
と
も
言
っ
て
居
る
。
悪
い
女
房

は
そ
の
噂
を
聴
い
て
、
羨
ま
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

今
度
は
男
に
頼
ん
で
、
自
分
を
山
の
中
に
棄
て
さ
せ
た
が
、
あ

て
に
し
て
居
た
宝
物
は
手
に
入
ら
ず
、
ひ
ど
い
難
儀
を
し
て
死

ん
で
し
ま
っ
た
…
…

柳
田
は
〈
昔
話
に
は
（
略
）
善
人
が
し
あ
わ
せ
を
し
た
と
い
う
話
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に
は
、
必
ず
悪
い
人
が
悪
い
報
い
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
附
い
て

居
る
〉
と
言
い
、
〈
棄
て
ら
れ
た
老
女
の
不
思
議
な
幸
福
を
語
る
た

め
に
、
そ
ん
な
有
そ
う
も
無
い
悪
い
女
房
を
、
引
張
っ
て
来
る
必
要

が
有
っ
た
も
の
か
と
思
う
〉
と
述
べ
て
い
る
。
『
日
本
昔
話
辞
典
』

（
昭
5
2
・
弘
文
堂
）
で
三
原
幸
久
が
「
老
婆
致
富
型
」
と
呼
ん
で
い

る
こ
の
昔
話
は
、
文
献
に
は
出
て
来
な
い
。
謡
曲
「
銕
捨
」
の
場
合

に
は
老
婆
は
山
中
で
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
霊
が
都
の
人
の

前
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
花
部
英
雄
が
そ
の
論
で
つ
と
に

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
（
日
本
古
典
全
集
）

　
「
悪
逆
の
子
、
妻
を
愛
し
、
母
を
殺
さ
む
と
し
て
謀
り
、
現
に
悪
死

を
被
る
縁
第
三
」
に
は
、
老
い
た
母
を
棄
て
よ
う
と
し
た
子
が
逆
に

自
分
の
死
を
招
い
て
し
ま
う
話
が
載
っ
て
い
る
し
、
江
戸
時
代
の

『
綾
歌
林
良
材
集
』
上
の
「
子
の
た
め
に
枝
折
す
る
事
」
に
も
、
老

い
た
父
を
捨
て
よ
う
と
し
た
子
が
も
う
少
し
で
介
を
失
い
そ
う
に
な
っ

た
話
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
話
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
闘
争

型
の
話
と
は
厳
密
に
は
言
え
な
い
が
（
な
ぜ
な
ら
ば
妻
と
男
の
親
と

の
開
の
葛
藤
が
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
）
、
子
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い

う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
さ
て
右
の
話
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
昔
話
と
文
献
を
も
と
に
も
う

少
し
紬
分
化
す
る
と
す
れ
ば
、
「
闘
争
型
」
の
話
と
「
老
婆
致
富
型
」

の
そ
れ
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
『
日
本
昔
話
大

成
』
で
も
こ
の
昔
話
は
前
半
と
後
半
と
を
分
け
る
こ
と
な
く
「
五
二

三
Ｄ
　
親
棄
山
」
と
し
て
四
番
目
に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
た
。
昔
話

そ
の
も
の
の
内
容
か
ら
は
、
そ
の
分
類
の
仕
方
が
最
も
適
当
と
思
わ

れ
る
。

　
柳
田
が
第
四
の
昔
話
と
し
て
分
類
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。

　
第
四
の
昔
話
と
い
う
の
は
、
前
の
三
つ
の
ど
れ
よ
り
も
、
簡

単
で
又
古
風
で
あ
っ
た
。
（
略
）
　
最
初
は
た
だ
何
か
よ
く
よ
く

の
理
由
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
親
を
山
の
奥
へ
送
っ
て
行
く

こ
と
に
な
り
、
親
も
承
知
の
上
で
、
子
の
背
に
負
わ
れ
、
山
に

入
っ
て
行
っ
た
と
い
う
話
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
老
人
の
知

恵
と
い
う
話
が
多
く
は
父
親
で
あ
る
に
反
し
て
、
こ
の
方
は
、

母
親
だ
っ
た
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
母
が
子
の
背
に

負
わ
れ
て
居
て
、
路
々
左
右
の
本
の
小
枝
を
折
っ
て
行
く
。
又

は
草
を
円
め
て
棄
て
て
行
っ
た
と
も
、
或
は
彗
粟
の
種
子
を
少

し
ず
つ
播
い
た
と
も
い
う
処
が
あ
る
。
ど
う
し
て
其
様
な
こ
と

を
な
さ
る
か
と
息
子
が
尋
ね
る
と
、
お
前
が
還
っ
て
行
く
の
に

路
に
迷
わ
ぬ
よ
う
に
、
栞
を
し
て
置
い
て
や
る
の
だ
と
答
え
た

の
で
、
親
の
慈
愛
に
深
く
感
勤
し
て
し
ま
っ
て
、
何
か
何
で
あ

ろ
う
と
も
こ
の
親
を
山
に
残
し
て
置
け
な
い
と
、
再
び
そ
の
場

か
ら
連
れ
て
戻
っ
て
以
前
に
も
ま
さ
る
孝
行
を
し
た
と
い
う
、

至
っ
て
短
い
話
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
右
の
話
を
便
宜
的
に
枝
折
型
の
昔
話
と
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
、
柳

田
自
身
も
く
あ
ま
り
簡
単
な
た
め
に
此
頃
で
は
、
後
先
に
お
ま
け
の

附
い
た
も
の
が
多
い
〉
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
右
の
内
容
だ
け
で
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独
立
し
て
語
ら
れ
る
昔
話
は
な
い
。
従
っ
て
『
日
本
昔
話
大
成
』
の

分
類
項
目
に
は
、
こ
れ
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
「
五
二
三
Ａ
　
親

棄
山
」
つ
ま
り
難
題
型
の
昔
話
に
分
類
さ
れ
た
昔
話
に
、
そ
れ
が
混

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
柳
田
は
「
九
　
母
の
愛
情
」
の
項
で
鹿
児
島
県
甑
島
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
そ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
昔
話
に
も
難
題
型
の
話

が
接
穂
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
先
に
引
用
し
た
下
河
辺
長
流
の
『
続

歌
林
良
材
集
』
の
「
子
の
た
め
に
枝
折
す
る
事
」
は
、
枝
折
型
の
そ

れ
に
相
当
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
〈
む
か
し
す
る

が
の
国
に
住
け
る
も
の
父
の
年
老
い
て
死
な
ぬ
こ
と
を
う
る
さ
し
〉

と
思
っ
て
富
士
山
に
捨
て
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
柳
田
が
感
動

的
に
語
っ
て
い
る
枝
折
型
の
そ
れ
と
は
別
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
昔
話
に
も
文
献
に
も
、
柳
田
の
言
う
第

四
の
話
は
、
そ
れ
だ
け
が
独
立
し
た
形
で
は
現
れ
て
こ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
分
類
は
、
彼
の
『
一
目
小
僧
そ
の
他
』
同
様
、

一
つ
の
仮
説
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
こ
の
仮
説
が
で
た
ら
め
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
外

来
種
と
在
来
種
の
混
在
す
る
昔
話
か
ら
、
注
意
深
く
外
来
種
の
影
を

取
り
除
き
削
ぎ
落
し
、
そ
の
結
果
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
を
、

古
風
な
在
来
種
と
す
る
の
は
、
す
ぐ
れ
た
仮
説
と
思
わ
れ
る
。
し
か

も
そ
こ
に
、
歌
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
柳
田
も
〈
古
い

頃
の
昔
話
に
は
、
和
歌
を
伴
な
う
も
の
が
〉
あ
っ
た
と
言
い
、
〈
殊

に
外
国
に
似
た
よ
う
な
話
の
あ
る
場
合
な
ど
は
、
言
葉
が
ち
が
う
か

ら
歌
ま
で
は
持
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
な
い
〉
と
、
そ
れ
を
在
来
種

の
昔
話
判
別
の
根
拠
に
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
枝
折
型
の
昔
話
に
は
ど
の
よ
う
な
歌
が
つ
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
は
〈
道
す
が
ら
枝
折
々
々
と
折
り
柴
は
わ
が
身

見
棄
て
て
帰
る
子
の
為
〉
と
い
う
甑
島
の
老
人
の
詠
ん
だ
歌
を
挙
げ

た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
略
）
古
く
伝
わ
っ
て
居
る
の
は
も
っ
と
よ
い
歌
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
て
女
の
歌
で
あ
り
、
又
涙
を
こ
ぼ
し
て
感
勤
し
た
母
親

　
の
歌
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
奥
山
に
し
お
る
栞
は
誰
の
た
め
身
を
か
き
分
け
て
生
め
る

　
　
　
子
の
為

　
（
略
）
身
を
か
き
分
け
て
と
い
う
歌
言
葉
は
、
母
の
口
ず
か
ら

　
で
無
い
と
出
て
来
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
私
の
想
像
す
る
と
こ

　
ろ
で
は
、
始
め
て
和
歌
を
添
え
て
此
昔
話
を
し
た
人
は
、
成
一

　
人
の
母
で
あ
っ
た
。
若
い
頃
は
心
の
や
さ
し
い
娘
で
あ
っ
て
、

　
か
っ
て
し
み
じ
み
と
こ
の
話
を
聴
い
て
、
一
生
の
間
覚
え
て
居

　
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
年
と
っ
て
か
ら
娘
た
ち
に
、
又
か
わ
い

　
い
孫
た
ち
に
し
て
聴
か
せ
る
時
に
、
思
わ
ず
そ
う
い
う
歌
が
心

　
に
浮
か
ん
で
、
そ
れ
を
山
に
棄
て
ら
れ
に
行
く
老
女
の
作
の
よ

　
う
に
し
て
高
い
声
を
出
し
て
歌
っ
た
の
で
、
じ
っ
と
聴
い
て
居

　
た
若
い
女
た
ち
も
、
親
の
有
難
さ
を
じ
ん
と
胸
に
響
か
せ
て
、

　
恐
ら
く
は
皆
涙
ぐ
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
う
書
い
た
後
柳
田
は
、
「
親
棄
山
」
の
文
章
を
〈
私
は
母
に
別
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れ
て
か
ら
も
う
五
十
年
に
も
な
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
歌
を
聴
く
と

思
い
出
し
て
、
い
つ
も
孝
行
の
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
み
歎
か
ず

に
は
居
ら
れ
な
い
〉
と
い
う
二
行
の
文
で
締
め
括
る
。
こ
こ
ま
で
読

ん
で
来
た
時
、
私
は
こ
の
文
章
が
実
は
柳
田
の
母
恋
い
（
母
求
め
）

の
記
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
る
。
彼
は
「
母
の
手
毬
歌
」
の
中
で
自
分

の
母
た
け
の
こ
と
を
、
〈
私
の
母
は
、
今
活
き
て
居
る
と
百
六
歳
ほ

ど
に
な
る
の
だ
が
、
も
う
五
十
年
も
前
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

男
の
子
ば
か
り
が
八
入
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
育
て
る
の
に
大
へ
ん
な

苦
労
を
し
て
、
朝
か
ら
夜
ま
で
じ
っ
と
し
て
い
る
時
が
無
い
く
ら
い
、

用
の
多
い
か
ら
だ
で
あ
っ
た
の
に
、
お
ま
け
に
人
の
世
話
を
す
る
の

が
好
き
で
、
よ
く
頼
ま
れ
て
は
若
い
者
に
意
見
を
し
た
り
、
家
庭
の

ご
た
ご
た
の
仲
裁
を
し
て
見
た
り
、
と
か
く
理
屈
め
い
た
話
が
多
く
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
女
ら
し
い
所
の
少
な
い
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

で
居
て
不
思
議
に
手
毬
だ
け
を
無
上
に
愛
し
て
居
た
〉
と
書
い
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
母
へ
の
思
慕
が
「
親
棄
山
」
の
第
四
の
話
の
中
に

溢
れ
出
し
、
そ
れ
を
簡
単
で
古
風
な
在
来
種
と
彼
に
仮
定
さ
せ
る
原

因
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
終
わ
り
方
で
、
こ
の
文
章
を
締

め
括
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
岩
本
由
輝
か
〈
柳
田
は
、
母
の
や
さ
し

さ
、
そ
し
て
女
性
の
や
さ
し
さ
に
実
は
幼
児
か
ら
飢
え
て
い
た
の
で

あ
る
〉
と
書
き
、
岡
谷
公
二
が
く
こ
の
父
恋
い
、
母
恋
い
と
さ
え
言

え
る
感
情
は
、
『
叙
情
詩
』
か
ら
『
海
上
の
道
』
に
至
る
彼
の
す
べ

て
の
著
作
の
底
に
つ
ね
に
潜
在
し
て
い
た
も
う
一
つ
の
パ
ト
ス
で
あ
っ

た
〉
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
こ
の
情
念
が
覆
い
難
く
流
れ
込

ん
で
い
た
の
が
「
親
棄
山
」
の
文
章
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
点
が
こ
の
文
章
の
も
う
一
つ
の
特
色
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味

に
お
い
て
柳
田
の
「
親
棄
山
」
は
、
井
上
靖
の
「
銕
捨
」
や
深
沢
七

郎
の
「
楢
山
節
考
」
に
通
底
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
〈
注
〉

（
１
）
　
『
日
本
お
伽
集
１
』
　
（
「
東
洋
文
庫
」
昭
4
8
・
Ｈ
・
1
0
・
平

　
　
凡
社
）
の
「
解
説
」
で
は
こ
の
話
を
「
日
本
伝
説
」
と
し
、

　
　
次
の
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。

　
　
　
第
一
　
原
谷
の
物
語
…
…

　
　
　
第
二
　
蟻
通
明
神
の
物
語

　
　
　
第
三
　
所
謂
嫡
捨
山
の
伝
説

　
　
　
そ
し
て
、
第
一
種
と
第
二
種
は
印
度
起
源
、
第
三
種
は
日
本

　
　
　
独
自
の
話
と
し
て
い
る
。

　
　
　
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
　
（
角
川
書
店
）
は
こ
の
昔
話
を

　
　
　
四
つ
の
型
に
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
分
類
の
仕
方
は

　
　
　
柳
田
と
違
っ
て
い
る
。
以
下
参
考
ま
で
に
『
大
成
1
1
』
か
ら

　
　
　
そ
れ
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
五
二
三
Ａ
　
親
棄
山
（
Ａ
Ｔ
九
八
一
）

　
　
　
　
士
、
殿
様
が
六
十
（
六
十
一
・
六
十
二
・
七
十
・
七
十
二
）

　
　
　
に
な
る
と
老
人
を
山
（
畑
）
に
捨
て
さ
せ
る
。
あ
る
男
が
家

　
　
　
の
床
下
に
親
を
隠
し
て
お
く
。
２
、
強
国
か
ら
三
つ
の
難
題

　
　
　
を
課
せ
ら
れ
る
。
殿
様
は
解
決
し
た
者
に
褒
美
を
や
る
と
ふ

　
　
　
れ
る
。
難
題
。
副
馬
（
牛
）
の
親
子
・
青
大
将
の
雌
雄
の

　
　
　
判
別
。
㈲
材
木
の
根
と
梢
の
鑑
別
。
副
曲
玉
の
穴
に
糸
を
通
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す
こ
と
。
（
㈲
灰
縄
千
尋
。
㈲
打
た
ぬ
太
鼓
な
る
太
鼓
。
㈲

　
　
　
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
ど
ん
ど
ん
柚
が
ぶ
り
、
ま
た
は
一
把
の
藁
を

　
　
　
十
六
把
に
す
る
こ
と
）
。
㈲
は
子
馬
は
親
馬
の
あ
と
に
つ
く
。

　
　
　
㈲
は
水
に
浮
か
す
と
根
が
沈
む
。
㈲
は
一
方
の
穴
に
砂
糖
を

　
　
　
ぬ
り
蟻
に
糸
を
っ
け
て
通
す
・
縄
を
焼
く
。
３
、
そ
の
男
が

　
　
　
親
に
聞
い
て
、
解
決
し
、
親
の
命
を
助
け
て
も
ら
う
。
（
そ

　
　
　
れ
か
ら
老
人
を
捨
て
る
習
慣
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
）
。
‘

　
　
　
五
二
三
Ｂ
　
蟻
通
明
神
（
Ａ
Ｔ
九
八
一
）

　
　
　
　
１
、
中
国
か
ら
出
曲
玉
（
穴
）
に
糸
を
通
す
こ
と
。
ぼ
木

　
　
　
の
根
と
梢
と
を
見
わ
け
る
こ
と
の
課
題
を
与
え
ら
れ
る
。

　
　
　
２
、
解
決
し
た
の
で
、
日
本
に
は
知
恵
者
が
い
る
と
中
国
は

　
　
　
戦
争
を
や
め
る
。

　
　
　
五
二
三
Ｃ
　
親
棄
恭
（
Ａ
Ｔ
九
八
〇
）

　
　
　
　
１
、
親
と
子
が
爺
（
婆
）
を
山
に
捨
て
る
。
爺
は
途
中
で

　
　
　
柴
を
折
っ
て
捨
て
、
親
子
の
道
標
に
す
る
。
２
、
父
が
爺
を

　
　
　
の
せ
て
い
っ
た
荷
を
捨
て
る
。
子
供
は
父
を
捨
て
る
と
き
の

　
　
　
た
め
に
持
ち
帰
る
と
い
う
。
３
、
父
は
爺
を
連
れ
て
帰
る
。

　
　
　
五
二
三
Ｄ
　
親
棄
山

　
　
　
　
１
、
夫
婦
で
老
い
た
親
を
山
に
捨
て
て
小
屋
を
っ
く
っ
て

　
　
　
入
れ
、
火
を
つ
け
る
。
２
、
老
人
は
の
が
れ
て
呪
物
（
小
槌
・

　
　
　
玉
）
を
得
て
よ
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
。
３
、
㈲
女
房
（
夫
）

　
　
　
が
発
見
し
て
こ
れ
を
ま
ね
て
失
敗
す
る
。
㈲
女
房
は
夫
を
小

　
　
　
屋
に
入
れ
て
火
を
つ
け
る
と
死
ぬ
。

（
２
）
近
藤
春
雄
著
『
中
国
学
芸
人
辞
典
』
　
（
初
版
昭
5
3
・
第
六
刷

　
　
　
昭
5
8
・
大
旅
館
書
店
）
に
〈
我
が
国
に
は
古
く
伝
来
し
た
孝

　
　
　
子
伝
と
し
て
陽
明
文
庫
蔵
の
、
孝
子
伝
二
巻
が
存
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
は
鎌
倉
ご
ろ
の
写
と
い
わ
れ
、
上
巻
に
（
略
）
原
谷
・

　
　
　
　
（
略
）
の
二
十
三
話
、
下
巻
に
（
略
）
二
十
二
話
、
計
四

　
　
　
十
五
話
を
収
め
て
い
て
、
平
安
時
代
以
降
鎌
倉
時
代
を
通
じ

　
　
　
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
〉
と
あ
る
。

（
３
）
横
山
重
・
松
本
隆
信
『
室
町
時
代
物
語
大
成
第
二
』
（
昭
5
0
・

　
　
　
角
川
書
店
）
所
収
の
「
蟻
通
明
神
の
え
ん
ぎ
（
仮
題
）
」
。

（
４
）
括
弧
内
の
漢
字
は
異
本
。
以
下
同
じ
。

（
５
）
関
敬
吾
『
日
本
の
昔
話
－
比
較
研
究
序
説
－
』
　
（
昭
5
2
・
日

　
　
　
本
放
送
出
版
協
会
）
の
二
五
三
～
二
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
花
部
英
雄
「
銕
檜
山
私
考
」
　
（
『
昔
話
伝
説
研
究
』
第
六
号
・

　
　
　
昭
5
2
・
七
月
・
昔
話
伝
説
研
究
会
）

（
７
）
江
戸
時
代
の
歌
人
・
和
学
者
下
河
辺
長
流
の
編
。
一
条
兼
良

　
　
　
の
『
歌
林
良
材
集
』
の
「
由
緒
あ
る
歌
」
を
取
り
上
げ
て
充

　
　
　
実
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。
本
文
は
『
続
々
群
書
類
従
』
第

　
　
　
十
五
に
よ
っ
た
。

（
８
）
岩
本
由
輝
『
柳
田
国
男
・
民
俗
学
へ
の
摸
索
』
（
第
二
刷
8
2
・

　
　
　
柏
書
店
）
の
Ｉ
〇
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
岡
谷
公
二
『
柳
田
国
男
の
青
春
』
　
（
第
一
刷
7
7
・
筑
摩
書
房
）

　
　
　
の
フ
几
～
二
〇
ペ
ー
ジ
。
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