
世
俗
を
背
負
っ
た
男
達

　
－
中
世
説
話
文
学
へ
の
一
視
点
－

　
　
は
じ
め
に

　
人
は
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
き
る
。
そ
の
人
と
の
関
わ
り
に
決
別

を
告
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
出
家
が
は
じ
ま
る
。
人
と
の
関
わ
り
に
決
別

し
て
出
家
す
る
為
に
は
、
そ
れ
な
り
の
契
機
や
決
断
が
必
要
で
あ
る
。

忠
実
か
否
か
は
別
に
し
て
も
、
周
知
の
『
西
行
物
語
』
に
語
ら
れ
る
西

行
の
出
家
の
様
子
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
親
し
き
友
で
あ
る
佐
藤
憲
康
と
共
に
御
所
を
退
出
し
た
西
行
は
、
憲

康
の
語
る
、

　
何
事
も
た
だ
夢
幻
の
心
地
し
て
、
今
日
あ
れ
ば
と
て
、
明
日
を
待
つ

　
べ
き
身
と
も
お
ぼ
え
ず
、
あ
は
れ
、
い
か
な
る
便
り
も
が
な
。
さ
ま

　
を
変
へ
、
片
山
里
の
住
ま
ひ
も
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。

と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
共
感
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、
明
朝
、
鳥
羽
離

宮
へ
参
内
す
る
誘
い
に
立
ち
寄
る
と
、
門
の
ほ
と
り
に
人
が
多
数
参
集

し
て
い
る
。
急
い
で
行
っ
て
み
る
と
「
殿
は
今
宵
、
寝
死
に
に
死
な
せ

給
ひ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
十
九
に
な
る
妻
、
七
十
有
余
な

る
母
」
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
有
様
に
接
し
て
世
の
無
常
を
感
じ
て
、

安
　
東
　
大
　
隆

「
や
が
て
こ
こ
に
て
偕
切
ら
ま
ほ
し
く
」
思
う
。

　
夕
方
、
御
所
よ
り
帰
っ
た
西
行
は
、
四
歳
に
な
る
娘
を
見
て
、

　
過
ぎ
に
し
方
、
出
家
を
恵
ひ
と
ど
ま
り
し
も
、
こ
の
娘
ゆ
ゑ
な
り
。

　
さ
れ
ば
第
六
天
の
魔
王
は
、
一
切
衆
生
の
仏
に
な
ら
む
こ
と
を
障
へ

　
む
が
為
に
、
妻
子
と
い
ふ
絆
を
付
け
置
き
、
出
離
の
道
を
防
ぐ
と
い

　
へ
り
。
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
い
か
で
愛
着
の
心
を
な
さ
む
や
。
こ

　
れ
こ
そ
陣
の
前
の
敵
、
煩
悩
の
絆
を
切
る
初
め
な
り

と
、
田
乙
っ
て
縁
よ
り
下
に
蹴
落
し
て
出
家
の
決
意
を
示
す
。
文
字
通
り

劇
的
と
い
え
る
有
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
情
と
も
と
れ
る
場
面
を

設
定
し
て
そ
の
出
家
を
語
る
の
は
、
世
俗
の
生
活
か
ら
離
脱
し
て
い
く

こ
と
の
困
難
さ
を
、
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
出
家
を
決
意
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
事
実
西
行
の
場
合
も
妻
を
説
得
す
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
困
難
さ
を
乗
り
越
え
て
念
願
の
出
家
を

と
げ
る
。
本
来
な
ら
ば
仏
道
に
邁
進
す
べ
き
人
も
、
俗
世
の
時
に
作
っ

た
世
俗
の
縁
を
、
常
に
後
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
世
俗

を
背
負
っ
て
」
生
き
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
は
、
出
家
者
が
残
し
て
き
た
世
俗
と
ど
の
よ
う
に
接
し
、
ま

た
そ
の
し
が
ら
み
を
超
克
し
て
い
っ
た
か
を
、
考
え
て
み
た
い
。
そ
の

こ
と
は
出
家
者
の
人
間
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
　
　
１

　
さ
て
、
件
の
西
行
は
劇
的
な
出
家
を
遂
げ
た
後
、
世
俗
と
の
契
り
を

ど
の
よ
う
に
処
理
し
、
ま
た
対
処
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
出
家
後
十
余
年
、
「
心
に
ま
か
せ
ぬ
命
な
れ
ば
、
二
度
故
里
に
帰
り
、

都
の
有
様
を
見
」
る
と
、
「
葎
の
門
、
草
の
戸
鎖
の
み
深
く
し
て
、
轜

の
寝
屋
と
荒
れ
は
て
た
る
所
々
、
百
六
十
余
家
」
と
い
う
変
わ
り
様
で

あ
っ
た
。
「
故
郷
を
慕
ふ
心
に
惹
か
れ
て
、
ま
た
帰
り
来
ぬ
る
事
、
わ

が
心
な
が
ら
も
う
た
て
し
く
お
ぼ
え
て
」
二
首
の
歌
を
詠
む
。
西
行
は
、

望
郷
の
気
持
ち
を
一
方
で
は
、
「
う
た
て
し
く
」
と
反
省
し
て
い
る
。

彼
は
そ
の
後
、
四
国
へ
旅
立
つ
。
何
年
に
も
わ
た
る
旅
の
後
再
び
京
都

を
訪
れ
る
。

　
さ
て
、
俗
世
に
残
し
た
最
大
の
縁
で
あ
る
妻
子
の
そ
の
後
は
、
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
昔
ゆ
か
り
の
人
の
も
と
に
留
ま
っ
て
、
夜
も
す
が
ら
昔

今
の
話
を
す
る
時
に
、
こ
の
世
に
残
し
た
妻
子
の
事
を
聞
か
さ
れ
る
。

　
　
さ
て
も
、
さ
ば
か
り
い
と
ほ
し
が
ら
せ
給
ひ
し
姫
君
の
事
、
い
と

　
ほ
し
さ
よ
。
御
出
家
の
の
ち
、
や
が
て
母
御
前
も
様
を
変
へ
て
、
一

　
二
年
は
姫
君
と
一
つ
所
に
お
は
せ
し
が
、
九
条
の
刑
部
卿
の
姫
、
冷

　
泉
院
殿
の
御
局
と
申
す
、
御
子
に
し
参
ら
せ
て
、
よ
に
い
と
ほ
し
く

　
し
参
ら
せ
給
ひ
候
ひ
き
。
そ
の
の
ち
母
御
前
は
、
高
野
の
麓
、
天
野

　
と
い
ふ
所
に
、
行
ひ
て
お
は
し
き
。
こ
の
七
八
年
は
、
か
り
そ
め
の

　
音
信
も
な
し
。
こ
の
ほ
ど
冷
泉
院
、
当
腹
の
御
娘
に
、
伯
普
の
三
位

　
殿
と
申
す
人
を
、
婿
に
取
り
て
、
こ
の
姫
御
前
を
上
陽
女
房
に
し
参

　
ら
せ
て
侍
る
が
、
た
だ
明
け
暮
れ
は
、
仏
神
に
御
宮
仕
ひ
を
の
み
中

　
し
て
、
「
今
生
に
て
、
父
の
御
行
方
を
知
ら
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
泣

　
き
給
ふ
よ
り
他
の
御
事
な
し

　
と
語
り
け
れ
ば
、
西
行
、
聞
き
入
れ
ぬ
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
帰
り

　
け
り
。

と
、
一
見
無
関
心
を
よ
そ
お
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
日
に
冷
泉
院
の

あ
た
り
に
出
掛
け
て
行
き
、
娘
に
対
面
し
て
、

　
た
だ
尼
に
な
り
て
、
母
と
一
つ
所
に
て
、
後
の
世
を
助
か
り
給
へ
。

と
言
い
、
出
家
を
勧
め
る
。
彼
女
も
又
、

　
　
わ
れ
四
歳
に
し
て
父
に
捨
て
ら
れ
、
七
歳
に
し
て
母
に
別
れ
奉
り

　
て
、
中
有
の
関
に
迷
ひ
、
人
を
恐
ろ
し
と
の
み
思
ひ
て
、
明
し
暮
し

　
侍
り
き
。
さ
れ
ば
、
幼
く
よ
り
し
て
出
家
の
志
侍
り
し
か
ど
も
、
女

　
の
身
な
れ
ば
、
叶
は
ぬ
事
の
み
あ
り
。
今
う
れ
し
う
、
出
家
を
遂
げ

　
侍
り
ぬ
。
わ
れ
に
万
宝
を
与
へ
給
ふ
と
も
、
た
だ
一
日
の
夢
な
り
。

　
今
の
教
化
の
御
言
葉
、
要
文
を
、
後
生
の
道
の
し
る
べ
に
て
、
浄
土

　
に
て
は
三
人
必
ず
。

と
述
べ
て
、
出
家
を
し
て
し
ま
う
。
『
西
行
物
語
』
で
は
こ
の
よ
う
に
、

娘
と
の
出
会
や
そ
の
出
家
に
至
る
事
情
に
つ
い
て
描
い
て
い
る
が
、

『
発
心
集
』
（
西
行
女
子
出
家
事
　
六
巻
）
は
、
若
干
異
な
り
、
西
行
が

常
に
娘
の
事
を
心
に
留
め
て
い
る
様
子
が
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
西
行
に
の
み
視
点
を
お
い
て
、
出
家
し
た
後
の
世
俗
と
の
係
わ
り
を

見
て
き
た
が
、
常
に
出
た
は
ず
の
家
を
気
に
か
け
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て

２



存
在
し
て
い
る
出
家
者
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
反
面
残
さ
れ
た
家

族
へ
の
影
響
も
甚
大
で
あ
っ
た
。
西
行
の
家
族
は
都
合
三
人
で
あ
っ
た

が
、
彼
が
出
家
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
二
人
と
も
同
じ
道
を
た
ど
る

の
で
あ
る
。
仏
教
的
に
考
え
れ
ば
、
仏
縁
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
し
、
火
宅
無
常
の
世
を
厭
い
捨
て
る
機
縁
が
与
え
ら
れ
、
し
か
も

実
行
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
申
し
分
の
な
い
く
ら
い
め
で
た
い
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
世
俗
の
側
に
立
っ
て
眺
め
る
と
、
西
行
が
出

家
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
二
人
の
人
生
は
い
や
お
う
な
し
に
、
変

え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
出
家
と
い
う
こ
と
は
、
本
人
は
も
と

よ
り
残
さ
れ
た
家
族
そ
の
他
の
縁
者
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
決
意
と
変

化
と
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
２

　
次
に
、
僧
正
遍
昭
を
例
に
し
て
そ
の
軌
跡
を
見
よ
う
。

遍
昭
は
、
俗
名
は
良
峯
宗
貞
（
安
世
の
子
）
寛
平
二
年
の
一
月
七
十
五

歳
で
没
し
て
い
る
。
嘉
祥
三
年
の
三
月
に
仁
明
天
皇
の
崩
御
と
と
も
に

三
十
五
歳
で
出
家
し
て
い
る
。
そ
の
出
家
に
至
る
事
情
か
ら
述
べ
よ
う
。

　
遍
昭
の
説
話
は
、
請
書
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
を

『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
十
九
－
一
）
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
仁
明
天
皇
の
寵
臣
で
あ
っ
た
宗
貞
は
、
そ
の
崩
御
に
遭
遇
し
て
身
の

置
所
な
く
、

　
心
ノ
内
ニ
「
此
ノ
世
不
幾
ズ
。
法
師
二
成
テ
、
仏
道
ヲ
修
行
セ
ム
」

　
ト
思
フ
心
深
ク
付
ニ
ケ
リ
。

と
、
無
常
を
観
じ
て
出
家
を
思
う
の
で
あ
る
。
が
、
彼
に
は
妻
子
が
い

た
。

　
而
ル
ニ
、
此
ノ
少
将
ハ
、
宮
原
ノ
娘
也
ケ
ル
人
ヲ
妻
ト
シ
テ
、
極
夕

　
哀
レ
ニ
難
去
ク
思
ヒ
通
シ
テ
過
ケ
ル
程
ニ
、
男
子
一
人
・
女
子
一
人

　
ヲ
ナ
ム
産
セ
タ
リ
ケ
ル
。
妻
独
身
ニ
シ
テ
我
レ
ョ
リ
外
二
可
憑
キ
尤

　
人
シ
ト
思
ケ
レ
バ
、
少
将
極
テ
心
苦
シ
ク
哀
レ
ニ
思
ト
云
ヘ
ド
モ
、

　
出
家
ノ
心
不
退
シ
テ
、

天
皇
の
御
葬
送
の
夜
に
、
誰
に
も
告
げ
ず
に
失
踪
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
家
族
は
こ
の
出
家
へ
の
心
境
の
変
化
を
知

ら
な
い
の
で
、

　
妻
子
音
属
泣
半
速
テ
、
聞
半
及
ブ
所
ノ
山
々
寺
々
ヲ
尋
ネ
求
ム
ト
云

　
ヘ
ド
モ
、
露
、
其
ノ
所
ヲ
不
知
ザ
リ
ケ
リ
。

そ
の
後
遍
昭
は
、
横
川
に
登
っ
て
慈
覚
大
師
の
弟
子
と
な
っ
て
修
行
す

る
。
や
が
て
諒
暗
等
が
終
り
、
人
々
が
日
常
の
生
活
に
か
え
る
。
そ
う

し
て
い
る
う
ち
に
年
月
が
経
て
、
妻
子
に
出
会
う
。

　
而
ル
間
、
十
月
許
二
笠
置
卜
云
フ
所
二
詣
デ
ｘ
、
只
独
り
礼
堂
ノ
片

　
角
ニ
、
蓑
ヲ
打
敷
テ
行
ヒ
居
タ
ル
程
ニ
、
見
レ
バ
、
人
参
ル
。
主
ト

　
見
ユ
ル
女
▽
人
、
女
房
立
タ
ル
女
一
人
、
侍
ト
思
シ
半
男
丁
人
、
下

　
ノ
男
女
合
二
三
人
許
ナ
ム
見
ユ
ル
。
居
タ
ル
所
二
間
許
ヲ
去
半
テ
、

’
此
等
ハ
居
ヌ
。
我
ハ
暗
半
所
二
居
タ
レ
バ
、
人
有
ト
モ
不
知
シ
テ
、

　
忍
テ
仏
二
申
ス
事
共
粗
二
聞
ユ
。
吉
夕
闇
ケ
バ
、
此
ノ
女
人
申
ス
様
、

　
「
世
二
失
ニ
シ
人
ノ
有
様
知
ラ
セ
給
へ
」
卜
泣
平
気
ハ
ヒ
ニ
テ
哀
二

　
中
ヲ
、
耳
ヲ
立
テ
吉
ク
聞
ケ
バ
、
我
が
妻
ニ
テ
有
シ
人
ノ
気
ハ
ヒ
ニ

　
闘
牛
成
シ
ツ
。
「
我
ヲ
尋
ネ
ム
為
二
此
ク
行
フ
也
ケ
リ
ト
」
田
乙
ヒ
、

　
哀
レ
ニ
悲
シ
半
事
尤
限
シ
。
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礼
堂
の
片
隅
に
休
ん
で
い
る
と
、
残
し
て
き
た
妻
子
が
や
っ
て
き
て
、

自
分
の
消
息
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
仏
に
頼
ん
で
い
る
。
そ
の
様

子
を
見
た
遍
昭
は
「
我
ハ
此
処
二
有
リ
ト
ヤ
云
ハ
マ
シ
ト
」
思
っ
た
の

で
あ
る
が
、
「
知
セ
テ
ハ
何
ニ
カ
ハ
セ
ム
、
仏
此
ル
中
ヲ
バ
別
ネ
ト
コ

ソ
返
々
ス
教
へ
給
ケ
ル
事
ナ
レ
バ
」
と
我
慢
を
し
て
い
る
。
翌
朝
に
な
っ

て
礼
堂
よ
り
出
で
い
く
の
を
は
る
か
に
見
送
る
。
『
今
昔
』
の
編
者
は
、

「
吉
ク
心
不
強
ザ
ラ
ム
人
ハ
被
知
ナ
ム
カ
シ
」
と
、
遍
昭
に
言
わ
せ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
出
家
と
い
う
行
為
が
、
常
に
世
俗
と
の
一
種
の

緊
張
感
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
。

　
遍
昭
の
話
は
古
く
は
『
続
本
朝
往
生
伝
』
（
六
話
）
に
見
え
る
。

　
僧
正
遍
昭
は
承
和
の
寵
臣
な
り
。
俗
名
は
宗
貞
。
近
衛
将
を
経
て
、

　
蔵
人
頭
に
補
せ
ら
れ
た
り
。
累
菜
漬
鼻
の
家
よ
り
出
で
て
、
前
疑
後

　
丞
の
任
に
居
せ
り
。
才
操
相
兼
ね
て
、
衆
望
の
帰
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

　
ま
た
若
に
長
れ
た
り
。
宿
車
の
晏
駕
し
た
ま
へ
る
に
及
び
て
、
恋
慕

　
に
堪
へ
ず
、
遂
に
も
て
道
に
入
れ
り
。
慈
覚
大
師
の
弟
子
に
し
て
、

　
安
然
和
尚
の
師
匠
な
り
。
難
行
苦
行
し
て
、
自
ら
効
験
多
し
。
公
家

　
捨
て
ず
し
て
、
授
く
る
に
僧
正
の
職
を
も
て
し
、
兼
ね
て
御
持
僧
と

　
な
せ
り
。
（
原
漢
文
）

以
下
、
天
狗
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
記
し
て
い
る
。
引
用
し
た
部
分
は
、

仁
明
天
皇
の
寵
臣
で
あ
っ
た
宗
貞
が
、
天
皇
の
崩
御
に
さ
い
し
て
出
家

し
て
、
慈
覚
大
師
の
弟
子
と
な
り
修
行
し
て
、
功
験
あ
ら
た
か
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
家
者
と
し
て
の
事
跡
を

簡
潔
に
記
し
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
『
大
和
物
語
』
に
は
、
世
俗
と
の
係
わ
り
に
視
点
を
絞
る
よ
う

に
し
て
、
叙
述
し
て
い
る
。
宗
貞
は
、
天
皇
の
御
葬
送
の
夜
逐
電
し
て

し
ま
っ
て
、
行
方
が
わ
か
ら
な
い
。
彼
に
は
妻
が
三
人
い
た
が
、
「
よ

ろ
し
く
お
も
ひ
け
る
」
妻
二
人
に
は
、
「
な
を
世
に
経
じ
と
な
む
恵
ふ
」

と
言
っ
て
い
た
が
、
「
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
て
子
ど
も
な
ど
あ
る
妻
」
に

対
し
て
は
、
「
塵
ば
か
り
も
さ
る
け
し
き
も
み
せ
ざ
り
け
り
。
」
と
い
う

よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
こ
の
こ
と
を
か
け
て
も
い
は
ば
、

女
も
い
み
じ
と
お
も
ふ
べ
し
、
我
ら
え
か
く
な
る
ま
じ
き
心
ち
し
け
れ

ば
、
」
と
説
明
さ
れ
、
出
家
と
い
う
も
の
が
、
本
人
は
も
と
よ
り
周
り

の
人
々
に
と
っ
て
も
、
重
大
な
決
心
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解

出
来
る
。
従
っ
て
、
逐
電
出
家
し
た
こ
と
を
知
っ
た
時
の
驚
き
は
、
ひ

と
か
た
で
は
な
か
っ
た
。
長
谷
寺
に
妻
が
参
詣
し
遍
昭
と
の
再
会
を
祈

願
し
て
い
る
時
に
、
彼
も
又
長
谷
寺
に
居
て
そ
の
一
部
始
終
を
聞
く
の

で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
『
今
昔
物
語
集
』
と
同
様
の
記
述
で
あ
る
。

（
但
し
、
『
今
昔
』
の
方
は
「
笠
置
卜
云
フ
所
」
と
な
っ
て
い
る
。
）

　
や
が
て
諒
暗
が
終
り
、
多
く
の
殿
上
人
は
、
喪
服
を
脱
ぎ
河
原
に
出

で
喫
ぎ
を
す
る
。
そ
の
時
に
、
童
が
柏
に
書
い
た
文
を
も
っ
て
や
っ
て

く
る
。
そ
れ
に
は
「
み
な
人
は
…
…
」
の
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の

筆
跡
を
見
た
人
々
は
、
遍
昭
が
出
家
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

五
条
の
后
（
藤
原
順
子
）
は
内
舎
人
を
使
い
に
し
て
あ
ち
こ
ち
を
捜
が

さ
せ
る
が
み
つ
か
ら
な
い
。
や
っ
と
の
こ
と
で
尋
ね
あ
て
て
み
る
と
、

　
こ
の
大
徳
の
顔
容
貌
姿
を
み
る
に
、
悲
し
き
こ
と
物
に
似
ず
。
そ
の

　
人
に
も
あ
ら
ず
、
陰
の
ご
と
く
に
な
り
て
、
た
ｙ
蓑
を
の
み
な
む
き

　
た
り
け
る
。
少
将
に
て
あ
り
し
時
の
さ
ま
い
と
清
げ
な
り
し
を
お
も

　
ひ
い
で
て
、
涙
も
と
ど
ま
ら
ざ
り
け
り
。
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と
い
う
状
態
で
昔
の
面
影
は
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
か
ぎ
り
な
き
雲
ゐ
の
よ
そ
に
別
る
と
も
人
を
心
に
を
く
ら
ざ
ら
め
や

　
は

と
い
う
歌
を
后
に
送
る
。
さ
ら
に
そ
の
歌
に
対
す
る
返
事
を
届
け
よ
う

と
す
る
が
、
「
あ
り
し
所
に
も
又
な
く
な
り
に
け
り
」
。

　
次
に
は
小
野
小
町
が
正
月
に
清
水
で
出
会
っ
た
説
話
を
載
せ
る
。
小

町
が
正
月
に
清
水
に
詣
で
た
時
に
、
「
あ
や
し
う
尊
き
法
師
の
こ
ゑ
に

て
読
経
し
陀
羅
尼
」
を
よ
ん
で
い
る
の
に
出
会
う
。
そ
の
声
は
「
い
と

尊
く
め
で
た
う
き
こ
ゆ
れ
ば
、
た
だ
な
る
人
に
は
よ
に
あ
ら
じ
、
も
し

少
将
大
徳
に
や
あ
ら
む
」
と
思
い
試
み
に
、

　
い
は
の
う
へ
に
旅
寝
を
す
れ
ぽ
い
と
寒
し
苔
の
衣
を
わ
れ
に
か
さ
な

　
む

と
い
う
歌
を
詠
み
掛
け
る
と
、

　
よ
を
そ
む
く
苔
の
衣
は
た
、
ゞ
一
重
か
さ
ね
ば
つ
ら
し
い
ざ
二
人
ね
む

と
返
歌
を
し
た
の
で
、
や
は
り
そ
う
か
と
思
い
、
合
っ
て
話
を
し
よ
う

と
す
る
と
、
「
か
い
消
つ
や
う
に
失
せ
」
て
し
ま
っ
た
。

最
後
に
世
俗
に
残
し
て
い
る
子
供
（
男
・
女
各
▽
Λ
『
今
昔
』
）
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
左
近
の
将
監
を
し
て
い
た
太
郎
が
尋
ね
て
く
る

　
　
「
法
師
の
子
は
法
師
に
な
る
が
よ
き
」
と
て
こ
れ
も
法
師
に
な
し
て

　
け
り
。

但
し
、
此
の
太
郎
は
無
理
に
出
家
さ
せ
た
の
で
、
京
に
通
っ
た
り
し
て

仏
道
修
行
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
天
皇
の
崩
御
を
契
機
と
し
て
そ
の
葬
送
の
夜
に
、
忽
然
と
し
て
姿
を

消
し
て
し
ま
う
。
そ
の
形
だ
け
を
見
る
と
、
潔
く
決
然
と
し
た
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
、
『
大
和
物
語
』
の
記
述
を
み
る
と
、
三
人
の
妻
に
対

し
て
、
配
慮
し
て
い
る
姿
が
窺
え
よ
う
。
出
家
し
た
後
も
又
色
々
な
形

で
世
俗
と
関
わ
っ
て
い
る
。
世
俗
と
距
離
を
お
き
な
が
ら
、
全
く
没
交

渉
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
肝
心
な
所
で
は
、
微
妙
な
係
わ
り
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
彼
が
天
皇
へ
の
「
不

堪
恋
慕
」
（
『
続
本
朝
往
生
伝
』
）
し
て
、
出
家
し
た
こ
と
に
よ
り
、
所

謂
家
庭
が
崩
壊
し
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
太
郎
ま
で

も
出
家
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
尚
更
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
そ
の
裏
に

は
出
家
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
方
が
、
現
在
と
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　
以
上
は
、
縁
者
を
世
俗
に
残
し
て
い
る
者
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
人
々

と
接
し
て
い
た
か
に
重
点
を
お
い
て
、
述
べ
て
き
た
。
次
に
少
し
視
点

を
変
え
て
、
出
家
者
と
俗
世
と
の
交
わ
り
方
の
い
く
つ
か
を
、
あ
げ
て

み
た
い
。

’
出
家
は
大
き
な
決
心
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
無
常
の

世
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
色
々
な
契
機
に
は
行
合
う
の
で

あ
る
が
、
具
体
的
な
行
動
に
な
る
ま
で
に
は
、
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。

　
誰
も
み
な
、
さ
や
う
の
事
は
み
る
ぞ
か
し
。
（
＝
死
に
た
る
人
の
頭

　
の
骨
の
あ
り
し
を
、
つ
く
づ
く
と
み
し
ほ
ど
に
、
世
中
あ
ぢ
き
な
く

　
は
か
な
く
て
、
誰
も
死
な
ん
の
ち
は
か
や
う
に
侍
べ
き
ぞ
か
し
。
）
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さ
す
が
に
岩
木
な
ら
ね
ば
、
み
る
と
き
は
か
き
く
ら
さ
る
ｘ
事
も
あ

　
り
。
い
か
に
い
は
ん
や
、
ま
の
あ
た
り
み
し
人
の
ふ
か
き
情
、
む
つ

　
ま
し
き
姿
、
さ
も
と
お
ぼ
ゆ
る
振
舞
な
ど
の
、
た
ど
っ
た
ｘ
ね
の
夢

　
に
て
や
み
ぬ
る
は
、
こ
と
に
心
も
お
こ
り
ぬ
べ
き
ぞ
か
し
。
し
か
あ

　
れ
ど
、
う
か
り
け
る
心
の
な
ら
ひ
に
て
、
時
う
つ
り
事
さ
り
ぬ
れ
ば
、

　
こ
ゑ
た
つ
る
ま
で
こ
そ
な
け
れ
ど
も
、
咲
ひ
な
ど
も
侍
べ
き
に
こ
そ
。

　
　
（
『
閑
居
友
』
上
巻
二
十
話
）

眼
前
の
事
実
に
よ
っ
て
、
無
常
の
様
を
観
じ
た
時
に
は
、
出
家
の
心
も

勤
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
時
う
つ
り
事
さ
り
ぬ
れ
ば
」
、
又
も
と
の
日

常
の
生
活
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
、
世
俗
の
塵
に
そ
ま
っ
て
生
き
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
閑
居
友
』
に
出
で
い
る
こ
の
男
は
、
「
か
ｘ
る

に
こ
の
男
の
、
ふ
か
く
思
い
れ
て
、
わ
す
れ
ず
侍
け
ん
事
」
と
、
そ
の

事
実
を
ず
っ
と
認
識
し
続
け
て
、
「
う
き
世
を
い
づ
る
種
と
」
し
た
の

で
あ
る
。

　
色
々
な
縁
に
よ
っ
て
、
出
家
の
本
懐
を
遂
げ
た
と
し
て
も
、
前
述
し

た
よ
う
に
「
捨
て
は
て
た
」
は
ず
の
世
俗
と
、
係
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、

出
家
と
し
て
の
生
活
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
迫
り
来
る
世
俗
の
縁
か
ら
、
懸
命
に
逃
避
し
な
が
ら
、
そ
の
本
旨
を

全
う
し
よ
う
と
し
た
憎
が
い
た
。
玄
賓
で
あ
る
。
周
知
の
『
発
心
集
』

に
よ
っ
て
そ
の
生
き
方
を
見
て
お
こ
う
。

　
玄
賓
（
玄
敏
）
は
、
山
階
（
科
）
寺
に
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「
世
を
厭
ふ
心
深
く
し
て
、
更
に
寺
の
交
を
こ
の
ま
ず
」
し
て
、
三
輪

河
の
近
く
に
庵
を
結
ん
で
住
ん
で
い
た
。
桓
武
、
平
城
両
天
皇
と
の
係

わ
り
も
辞
退
し
て
、
誰
に
も
知
ら
せ
な
い
で
、
失
踪
し
て
し
ま
う
。
方
々

を
捜
索
し
た
が
全
く
見
付
か
ら
な
い
。
そ
の
後
何
年
か
し
て
、
弟
子
が

北
陸
の
方
へ
行
く
途
中
、
大
き
な
河
に
出
会
っ
た
。
そ
の
河
の
渡
守
を

よ
く
見
る
と
、
髪
は
延
び
汚
い
麻
の
衣
を
着
て
い
る
が
、
我
が
師
の
僧

都
の
よ
う
で
あ
る
。
涙
が
こ
ぼ
れ
て
す
ぐ
に
で
も
走
り
寄
っ
て
、
「
何

で
か
く
と
て
は
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
人
も
沢
山
い
た
の

で
帰
り
に
よ
っ
て
ゆ
っ
く
り
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
立
ち
去
っ
た
。
渡

守
の
方
も
気
付
い
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
帰
途
そ
の
渡
し
に

行
っ
て
み
る
と
、
前
と
違
う
渡
守
で
あ
る
。
詳
細
に
尋
ね
て
み
る
と
、

　
さ
る
法
師
持
り
。
年
来
此
の
渡
守
に
て
持
り
し
を
、
さ
や
う
の
下
濁

　
ど
も
な
く
、
常
に
心
を
す
ま
し
て
、
念
仏
を
の
み
申
し
て
、
か
ず
か

　
ず
に
船
ち
ん
取
る
事
無
く
し
て
、
只
今
う
ち
食
ふ
物
な
む
ど
の
外
は
、

　
物
を
む
さ
ぶ
る
心
も
無
く
持
り
し
か
ば
、
此
の
里
の
人
も
い
み
じ
う

　
い
と
ほ
し
う
し
持
り
し
程
に
、
何
な
る
事
か
は
有
り
け
む
、
過
ぎ
ぬ

　
る
比
、
か
き
つ
け
様
に
失
せ
て
、
行
方
も
知
ら
ず
。

と
語
っ
た
。
そ
の
い
な
く
な
っ
た
日
は
、
弟
子
と
出
会
っ
た
日
で
あ
っ

た
。

　
旧
知
の
弟
子
と
再
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
も
と
の
世
俗
に
係

わ
り
を
持
ち
、
名
聞
利
養
の
世
界
に
か
え
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
世
俗
と
の
交
わ
り
を
拒
否
し
、
名
聞
利
養
の
世
界
を
忌
避
し

続
け
た
僧
に
、
増
賀
が
い
る
。

増
賀
は
奇
言
奇
行
の
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
法
華
験
記
』
（
下
巻
八
二
）
に
、

　
冷
泉
の
先
皇
講
じ
て
護
持
僧
と
な
す
に
、
口
に
狂
言
を
唱
へ
、
身
に

　
狂
事
を
作
し
て
、
更
に
も
て
出
で
去
り
ぬ
。
国
母
の
女
院
敬
ひ
講
じ
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て
師
と
な
す
に
、
女
房
の
中
に
し
て
、
禁
忌
の
独
言
を
発
し
て
、
然

　
も
、
ま
た
罷
り
出
ぬ
。
か
く
の
ご
と
く
世
を
背
く
の
方
便
甚
だ
多
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
漢
文
）

狂
事
、
狂
言
の
具
体
的
な
さ
ま
は
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
十
九
ｉ
十
八
）

「
三
条
太
皇
太
后
宮
出
家
語
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
其
れ
等
全
て

「
世
を
背
く
の
方
便
」
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
世
に
隔
絶
し
て
修
行
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
命
あ
る
人

間
と
し
て
の
日
常
の
生
活
を
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
従
っ
て
、

庵
な
ど
の
多
く
は
人
里
と
適
当
な
距
離
を
お
い
て
、
結
ば
れ
て
い
る
。

人
里
と
全
く
か
け
は
な
れ
た
深
山
の
中
に
、
結
ぶ
と
い
う
よ
う
な
例
は

少
な
い
。
そ
れ
は
生
活
上
の
至
便
を
思
い
は
ヽ
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
十
六
―
四
）
「
丹
後
国
威
合
観
音
霊
験
語
」
は
、

観
音
の
霊
験
を
説
く
説
話
で
は
あ
る
が
、
里
と
の
間
の
交
通
が
途
絶
え

た
山
寺
の
姿
が
え
が
か
れ
て
い
る
。

　
其
ノ
寺
（
威
合
ト
云
ふ
山
寺
）
高
手
山
子
ビ
ア
、
其
ノ
国
ノ
中
ニ
モ

　
雪
高
ク
降
り
、
風
瞼
ク
吹
ク
。
而
ル
ニ
、
冬
ノ
間
ニ
テ
、
雪
高
ク
降

　
リ
テ
人
不
通
ズ
。
而
ル
間
、
此
ノ
僧
、
根
絶
テ
日
米
ヲ
経
ル
ニ
、
物

　
モ
不
食
ズ
シ
テ
可
死
シ
。
雪
高
ク
シ
テ
里
二
出
デ
テ
、
乞
食
ス
ル
ニ

　
モ
不
能
ズ
、
亦
、
草
木
ノ
可
食
キ
モ
尤
シ
。

と
い
う
状
態
に
お
か
れ
て
し
ま
う
。
寺
は
破
損
し
て
お
り
雪
や
風
が
吹

き
込
ん
で
く
る
と
い
う
様
で
あ
る
。

　
今
ハ
死
ナ
ム
事
ヲ
期
シ
テ
、
此
ノ
寺
ノ
観
音
ヲ
「
助
結
へ
」
ト
念
ジ

　
テ
申
サ
ク
、
…
…
…

と
「
命
ヽ
ヲ
生
ク
許
ノ
物
ヲ
施
シ
給
へ
」
と
析
請
す
る
。
す
る
と
、
寺
の

戌
亥
の
角
の
破
れ
て
い
る
所
に
、
狼
に
食
わ
れ
た
猪
が
あ
っ
た
。
躊
躇

し
つ
つ
も
「
今
日
ノ
飢
ヘ
ノ
苦
ビ
ニ
不
堪
ズ
シ
テ
」
、
そ
の
肉
を
煮
て

食
べ
て
し
ま
う
。
そ
の
味
は
格
別
で
飢
え
の
気
持
ち
も
な
く
な
っ
た
。

や
が
て
、
雪
も
消
え
て
里
の
人
々
が
、
憎
の
身
を
心
配
し
て
寺
に
未
た

の
で
、
鍋
の
中
の
猪
の
肉
を
隠
そ
う
と
思
っ
て
の
で
あ
る
が
、
そ
の
暇

も
な
く
や
っ
て
き
て
し
ま
う
。
人
々
は
そ
こ
で
、
鍋
の
中
に
「
檜
ノ
木

ヲ
切
り
人
レ
テ
、
煮
テ
食
ヒ
散
シ
」
て
い
る
の
に
、
出
会
う
。
そ
し
て

そ
の
木
は
、
観
音
の
左
右
の
も
も
の
木
で
あ
っ
た
。
不
審
に
思
っ
て
い

る
里
の
人
に
事
の
次
第
を
説
明
し
、
観
音
の
霊
験
の
あ
ら
た
か
さ
に
感

動
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
話
は
、
題
の
示
す
よ
う
に
観
音
の
霊
験
譚
で
あ
る
が
、
雪
に

降
り
込
め
ら
れ
て
食
べ
物
も
な
く
、
困
窮
し
て
い
る
憎
の
姿
が
、
観
音

の
霊
験
を
語
る
状
況
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
説
話
が

共
感
を
得
る
為
に
は
、
そ
う
い
う
状
況
に
お
か
れ
て
困
窮
し
て
い
る
憎

が
、
多
く
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
里
と
適
当
な
距
離
を
保
っ
て
、
居
住
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ

り
、
世
俗
と
の
係
わ
り
を
背
後
に
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か

と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
世
俗
と
の
係
わ
り
を
拒
絶
し
て
、
全
く
人
跡
未
踏
の
よ

う
な
場
所
で
、
修
行
を
し
て
い
る
よ
う
な
憎
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
今
昔
』
の
巻
十
三
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
持
経
仙
の
説
話
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
教
え
て
く
れ
る
。
第
一

話
（
修
行
憎
義
宿
、
値
大
峯
持
経
仙
）
を
例
に
し
て
考
え
よ
う
。

　
義
霧
は
、
熊
野
か
ら
大
峯
を
通
っ
て
金
峯
に
行
く
途
中
の
山
の
中
に
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道
に
迷
っ
て
し
ま
う
。
「
山
ノ
頂
二
登
テ
四
方
ヲ
見
レ
バ
、
皆
遥
二
幽

ナ
ル
谷
ナ
リ
。
如
此
ク
シ
テ
十
余
日
辛
苦
悩
乱
」
し
て
し
ま
う
。
そ
う

し
て
い
る
う
ち
に
、
一
軒
の
僧
房
に
行
き
合
う
。
そ
の
僧
房
は
、
破
風
、

懸
詞
か
ら
は
じ
め
庭
の
作
り
ま
で
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
坊
の

中
に
は
二
十
歳
位
の
若
い
僧
か
お
り
、
『
法
花
経
』
を
読
誦
し
て
い
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
経
は
、
コ
ノ
巻
ヲ
読
畢
テ
経
机
二
置
ク
ニ
、

其
ノ
経
空
二
踊
テ
、
輔
ョ
リ
標
紙
二
至
マ
デ
巻
返
シ
テ
紐
ヲ
給
テ
本
ノ
’

如
ク
ニ
机
二
置
ク
」
。
つ
ま
り
、
巻
子
を
巻
も
ど
す
手
開
か
か
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
巻
子
に
な
っ
て
い
る
本
を
読
ん
だ
場
合
、
巻

き
も
ど
し
て
お
く
こ
と
が
煩
雑
で
あ
る
の
で
、
そ
の
手
間
を
必
要
と
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
霊
験
の
様
子
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
）

又
、
食
事
な
ど
の
日
常
に
関
し
て
は
「
形
端
正
ナ
ル
童
、
微
妙
ノ
食
物

ヲ
捧
テ
来
テ
」
給
仕
し
て
い
た
。
こ
の
山
中
に
住
し
て
八
十
年
に
な
る

と
旨
う
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
姿
は
若
々
し
く
し
て
い
る
。
夜
に
な
る
と

牛
頭
、
馬
頭
の
異
類
及
び
鬼
神
等
が
香
花
、
菓
子
、
飲
食
を
捧
げ
て
供

養
し
て
い
る
。
義
容
の
帰
る
時
に
は
水
瓶
を
飛
ば
し
て
道
案
内
を
さ
せ

る
等
、
多
く
の
霊
験
を
具
備
し
て
い
る
。
各
々
の
根
拠
は
、
例
え
ば
童

の
給
仕
し
て
い
る
様
は
、
『
法
花
経
』
の
中
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
勿

論
こ
の
説
話
の
趣
旨
は
結
語
に
、
「
実
ノ
心
ヲ
至
セ
ル
法
花
ノ
侍
者
ハ

如
此
ク
ナ
ム
。
」
あ
る
よ
う
に
、
『
法
花
経
』
を
受
持
読
誦
す
る
こ
と
の

功
徳
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
が
、
そ
の
側
面
に
は
人
跡
未
踏
の
深
山

に
お
い
て
、
仏
道
を
修
す
人
の
生
活
す
る
上
の
不
便
を
補
う
形
の
霊
験

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
く
人
と
関
わ
ら
な
い
所
で
、
自
分
か
ら
所
謂
生

産
に
従
事
し
て
い
な
い
人
が
生
活
し
て
い
く
こ
と
は
、
困
難
な
の
で
あ

る

　○

　
今
迄
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
見
て
き
た
上
う
に
、
出
家
を
し
た
段

階
で
、
世
俗
と
の
縁
を
断
ち
切
っ
て
仏
道
に
精
進
す
る
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
出
家
者
は
出
家
し
て
猶
世

俗
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
そ
の
生
活
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
世
俗
を
背
負
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
世
俗
と

関
わ
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
庵
を
結
ぶ
場
所
も
、

人
里
と
適
度
な
距
離
を
保
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
長
明
か
庵
を
結
ん

だ
日
野
山
に
も
そ
の
麓
に
別
の
庵
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
ふ
も
と
に
一
の
柴
の
庵
あ
り
。
す
な
は
ち
、
こ
の
山
守
が
居

　
る
所
な
り
。
か
し
こ
に
小
童
あ
り
。
と
き
ど
き
来
り
て
あ
ひ
と
ぶ
ら

　
ふ
。
若
し
、
つ
れ
づ
れ
な
る
時
は
、
こ
れ
を
友
と
し
て
進
行
す
。
か

　
れ
は
十
歳
、
こ
れ
は
六
十
。
そ
の
上
は
ひ
、
こ
と
の
ほ
か
な
れ
ど
、

　
心
を
な
ぐ
さ
む
こ
と
、
こ
れ
も
同
じ
。
（
『
方
丈
記
』
）

山
守
の
庵
と
す
ぐ
連
絡
の
出
来
る
距
離
に
長
明
は
住
ん
で
い
た
。

　
　
『
徒
然
草
』
♀
‐
一
段
）
の
中
に
も
、
あ
る
山
里
の
ほ
と
り
に
あ
る

　
庵
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

　
神
無
月
の
比
、
栗
栖
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
、
あ
る
山
里
に
た
ず
ね

　
入
る
事
侍
り
し
に
遥
か
な
る
苔
の
細
道
ふ
み
わ
け
て
、
心
細
く
す
み

　
な
し
た
る
庵
あ
り
。

山
里
か
ら
苔
の
は
え
た
細
道
を
通
っ
て
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
遠
く
な
い
場
所
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
又
、
次
の
文
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章
で
、
柑
子
の
ま
わ
り
に
棚
を
厳
重
に
し
て
い
る
の
が
興
冷
め
で
あ
る

と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
が
よ
く
来
る
の
で
盗
難
に
合
う
こ
と
を

心
配
し
て
の
で
あ
る
。
深
山
の
中
に
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
心
配
も
当
然

無
用
に
な
ろ
う
。

　
時
代
は
か
な
り
後
に
な
る
が
『
幻
住
庵
記
』
に
、

　
山
は
さ
す
が
に
深
か
ら
ず
、
人
家
の
よ
き
程
に
へ
だ
て
た
り
、
石
山

　
を
前
に
あ
て
て
、
岩
間
山
の
し
り
へ
に
た
て
り
。

と
あ
る
。
「
人
家
の
よ
き
程
に
へ
だ
て
た
り
」
と
い
う
の
が
、
目
六
体
的

に
ど
の
位
の
距
離
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
住
む
芭
蕉

の
も
と
に
は
、
「
宮
守
の
翁
」
や
「
麓
の
里
人
」
等
が
訪
れ
て
い
る
こ

と
を
思
う
と
、
見
当
の
付
く
よ
う
な
気
も
す
る
。
芭
蕉
自
身
が
自
分
の

境
涯
に
つ
い
て
、
そ
の
後
に
、

　
ひ
た
ぶ
る
に
閑
寂
を
こ
の
み
、
山
野
に
跡
を
か
く
さ
む
と
に
も
あ
ら

　
ず
。
病
身
や
ｉ
人
に
う
み
て
、
世
を
い
と
ひ
し
人
に
似
た
り
。

と
述
べ
、
「
病
身
や
？
八
に
う
み
て
、
世
を
い
と
ひ
し
人
」
に
身
を
比

し
て
い
る
。

　
　
『
撰
集
抄
』
［
巻
三
・
五
］
に
は
、
昔
三
井
寺
に
学
徒
で
あ
っ
た
僧

の
遁
世
の
様
子
を
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
庵
は
、

　
人
里
は
る
か
に
離
れ
て
、
道
よ
り
東
に
五
六
町
山
の
中
に
い
り
て
、

庵
を
む
す
び
て
、
と
あ
る
。
五
、
六
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
距
離
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
距
離
は
、
僧
に
世
俗
と
の
隔
た
り
を
確
認
さ
せ
る
に
十

分
で
あ
っ
た
。
苦
の
根
源
は
世
俗
の
中
に
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

　
抑
、
人
の
身
に
き
は
ま
り
て
苦
し
き
は
恨
み
也
。
な
に
よ
り
お
こ
れ

　
る
ぞ
、
世
に
あ
る
よ
り
お
こ
る
も
の
に
こ
そ
。
世
に
あ
れ
ば
こ
そ
望

　
み
は
あ
れ
。
望
み
が
あ
れ
ば
こ
そ
恨
み
は
あ
れ
、
恨
み
が
あ
れ
ば
こ

　
そ
噴
恨
す
る
。
嘔
恨
す
れ
ば
こ
そ
、
せ
ん
ぢ
ゃ
う
す
る
。
さ
れ
ば
、

　
心
と
苦
を
う
け
て
作
病
す
る
は
、
是
世
に
あ
る
人
に
こ
そ
。

苦
を
っ
く
る
根
源
と
し
て
の
世
俗
、
そ
の
世
俗
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
必

須
の
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
五
六
町
の
距
離
を
お
い
て
庵
を
営
む
こ

と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
仏
教
の
基
本
は
周
知
の
よ
う
に
煩
悩
か
ら
の
解
脱
に
あ
る
。
煩
悩
か

ら
解
脱
す
る
為
に
は
、
橋
上
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
世
か
ら
、
抜
け
出

す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
植
生
か
ら
離
れ
て
ひ
た
す
ら
仏
道
修
業
を
す

る
。
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
仏
道
を
志
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
当
然
、

今
ま
で
の
日
常
の
生
活
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
開
始
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
「
出
家
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
其
事
情
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
。
「
家
」
と
は
世
俗
と
の
諸
々
の
関
わ
り
を
総
称
す
る
言
葉
で

あ
る
。

　
幸
い
に
、
色
々
な
機
縁
に
よ
っ
て
出
家
し
た
と
し
て
も
、
全
く
後
顧

ほ
憂
い
の
な
い
よ
う
な
状
態
で
、
そ
の
時
を
迎
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
稀
で
あ
る
。
大
概
の
人
が
世
俗
の
中
に
色
々
な
し
が
ら
み
を
残
し

た
ま
ま
に
そ
の
道
に
お
も
む
く
場
合
が
多
い
。
そ
の
場
合
は
、
ど
う
し

て
も
世
俗
に
残
し
た
も
の
が
、
出
家
者
の
心
の
中
に
気
が
か
り
な
も
の

と
し
て
、
幡
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
身
は
仏
門
に
お
い
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
思
う
が
ご
と
く
に
接
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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そ
の
葛
藤
の
な
か
で
、
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
こ
の
小
論
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
西
行
は
、
『
西
行
物
語
』
に
よ
る
と
劇
的
な
出
家
を
遂
げ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
後
折
々
に
つ
け
て
世
俗
に
残
し
た
家
族
の
こ
と
が
、
そ
の

心
中
に
去
来
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
何
人
か
の

出
家
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
背
負
っ
て

い
る
世
俗
と
の
関
わ
り
の
中
で
ひ
た
す
ら
に
仏
道
を
求
め
て
い
る
様
子

を
う
か
が
う
事
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
文
字
通
り
世
俗

を
背
負
っ
て
仏
の
遂
に
は
げ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
出
家
し

た
あ
と
は
全
く
過
去
に
見
向
き
も
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
常
に
葛
藤
の
中
に
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
又
視
点
を
か
え
て
み
る
と
出
家
者
の
生
活
は
、
世
俗
と
の
関

わ
り
の
中
で
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
生
き
て
い
く
為
の

手
段
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
従
っ

て
、
世
俗
と
の
適
度
な
距
離
を
保
っ
て
庵
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
乞
食
を
す
る
場
合
も
又
、
何
ら
か
の
供
養
を
う
け

る
場
合
も
そ
の
距
離
は
大
切
で
あ
る
。

　
詮
じ
る
と
こ
ろ
、
出
家
生
活
は
、
世
俗
と
の
微
妙
な
相
関
関
係
の
中

で
営
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
隔
絶
し
た
環
境
や
場
所
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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