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受 
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「
お
う
い
、
お
う
い
」 

自
分
を
呼
ぶ
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
蓮
長
は
思
わ
ず
足
を
と
め
た
。 

そ
れ
で
な
く
と
も
、
別
れ
た
く
は
な
い
思
い
出
の
山
で
あ
る
。 

師
匠
道
善
御
房
の
温
顔
、 

な
つ
か
し
い
兄
弟
子
の
顔
、 

こ
の
山
道
は
二
十
年
前
に
は
稚
子
ま
げ
姿
で
、
父
親
に
つ
れ
ら
れ
て
、
出
家
得
度
す
る
た
め
に
登
っ
た
道
で
あ 

 
 

る
。 し

か
る
に
今
の
わ
が
身
は
、
師
匠
か
ら
破
門
さ
れ
て
山
を
下
り
る
身
で
あ
る
。 

「
仏
法
を
習
い
極
め
ん
と
思
わ
ば
、
い
と
ま
あ
ら
ず
ば
叶
う
べ
か
ら
ず
。
い
と
ま
あ
ら
ん
と
思
わ
ば
、
父
母
師
匠 

 
 
 

国
主
等
に
随
い
て
は
叶
う
べ
か
ら
ず
。
是
非
に
つ
け
て
出
離
の
道
を
わ
き
ま
え
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
父
母
師
匠
等
の 

 
 
 

心
に
随
う
べ
か
ら
ず
」
の
気
持
で
あ
る
。 



 

104 
 

自
分
の
破
門
は
塔
中
住
職
の
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
の
意
志
で
あ
ろ
う
。
師
た
る
道
善
御
房
は
、
破
門
と
い
う
よ
う
な 

 
 
 

重
大
な
こ
と
を
軽
々
に
口
に
す
る
筈
が
な
い
。
た
と
え
破
門
す
る
に
し
て
も
将
来
へ
の
戒
め
の
言
葉
な
ぞ
も
言
い 

 
 
 

た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

が
そ
の
暇
も
な
く
、
早
々
立
退
く
よ
う
に
と
の
塔
中
住
職
か
ら
の
き
つ
い
命
令
で
あ
っ
た
。 

正
午
に
は
持
仏
堂
の
講
座
に
登
っ
て
説
法
し
た
身
か
四
五
時
間
後
の
今
は
、
破
門
さ
れ
て
清
澄
山
を
下
る
身
と 

 
 
 

な
っ
て
い
る
。 

「
恩
ヲ
ス
テ
テ
無
為
二
入
ル
ハ
真
実
ノ
報
恩
ノ
者
ナ
リ
」 

「
悉
達
太
子
ハ
浄
飯
大
王
二
背
キ
テ
三
界
第
一
ノ
孝
子
ト
ナ
レ
リ
」 

口
ず
さ
み
な
が
ら
山
を
下
り
る
自
分
で
あ
っ
た
。 

言
う
べ
き
こ
と
を
言
う
べ
き
場
所
で
十
分
に
述
べ
終
っ
た
。
十
二
歳
よ
り
三
十
二
歳
に
至
る
二
十
年
間
、
夢
裡 

 
 
 

に
も
忘
れ
た
こ
と
の
な
い
干
光
山
清
澄
寺
に
お
い
て
、
仏
法
研
鑽
の
極
地
を
卒
直
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も 

 
 
 

師
匠
先
輩
の
面
前
に
お
い
て
堂
々
と
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
蓮
長
狂
せ
り
と
思
う
者
も
あ
ろ
う
、
恐
ら
く
聴
者
中 

 
 
 

一
人
と
雖
も
蓮
長
の
言
葉
を
首
肯
し
た
も
の
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
そ
れ
で
結
構
で
あ
る
。 

た
だ
仏
恩
を
報
ぜ
ん
が
た
め
、
道
善
御
房
を
導
き
奉
ら
ん
が
た
め
に
、
申
し
述
べ
た
ま
で
で
あ
る
。 

師
匠
道
善
御
房
に
も
理
解
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
た
だ
そ
の
心
田
に
、
末
法
流
布
の
法
華
経
の
題
目
を 

 
 
 

下
種
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
よ
い
。
今
は
そ
れ
以
上
望
む
べ
く
も
な
い
の
だ
。 
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ば
た
ば
た
と
足
音
が
近
ず
い
て
き
た
。 

「
蓮
長
っ
」 

「
お
う…

…

」 

振
り
返
っ
て
み
る
と
兄
弟
子
の
義
浄
房
が
息
せ
き
き
っ
て
立
っ
て
い
た
。 

「
こ
の
道
を
い
っ
て
は
な
ら
ん
ぞ
、
危
ぶ
な
い
」 

義
浄
房
の
言
葉
で
あ
る
。 

「
さ
て
は…

…

」 

と
蓮
長
が
義
浄
房
の
顔
を
み
る
と
、 

「
そ
う
な
ん
だ
」 

と
義
浄
房
が
う
な
ず
き
な
が
ら
言
葉
を
続
け
た
。 

「
蓮
長
、
敵
も
い
る
が
味
方
も
お
る
ん
じ
や
。
下
僕
が
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
麓
の
辻
堂
に
地
頭
の
東
条
殿
が
、
お 

 
 
 

手
前
の
来
る
の
を
待
ち
構
え
て
お
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
道
を
往
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」 

「
法
華
経
の
為
の
難
な
ら
ば
こ
の
蓮
長
が
願
う
と
こ
ろ
で
す
。
御
心
配
は
有
難
い
が…

…

」 

「
何
ん
に
も
言
わ
ず
に
こ
の
わ
し
に
任
せ
て
お
き
な
さ
い
。
お
主
の
考
え
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
小
湊
に
往 

 
 
 

っ
て
、
御
両
親
に
逢
い
、
そ
れ
か
ら
い
ず
れ
か
へ
行
こ
う
と
言
う
考
え
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
最
早
か
な
わ
ぬ 

 
 
 

ぞ
」 
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「
両
親
に
も
逢
え
ぬ
と
は
」 

「
地
頭
の
威
力
を
軽
く
み
て
は
な
ら
ぬ
。
下
僕
の
口
ぶ
り
で
は
小
湊
の
御
両
親
の
家
の
方
に
も
、
そ
れ
と
な
く
捕 

 
 
 

方
が
手
配
し
て
あ
る
ら
し
い
と
い
う
。
そ
れ
で
浄
顕
房
と
も
相
談
し
て
、
わ
し
が
あ
わ
て
て
追
い
か
け
て
き
た
の 

 
 

だ
。
道
は
な
い
が
此
処
か
ら
崖
を
左
に
下
り
て
ゆ
け
ば
裏
道
に
出
る
、
裏
道
の
大
き
な
柏
の
樹
の
許
に
、
浄
顕
房 

 
 
 

が
先
に
い
っ
て
お
手
前
の
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
西
条
の
華
房
に
出
よ
う
。
西
条
は
東 

 
 
 

条
の
領
地
外
だ
か
ら
ま
さ
か
東
条
左
衛
門
も
手
は
出
せ
ま
い
と
思
っ
て
い
る
。
地
頭
の
東
条
左
衛
門
は
清
澄
寺
の 

 
 
 

飼
鹿
と
知
り
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
平
気
で
射
殺
し
て
従
者
に
も
っ
て
ゆ
か
せ
る
と
云
う
人
間
だ
。 

お
寺
参
り
に
来
る
の
か
鹿
狩
り
に
く
る
の
か
わ
か
ら
ん
と
言
う
や
り
方
、
今
日
来
た
の
も
お
主
の
説
法
を
聴
き 

 
 
 

に
き
た
の
か
、
帰
り
の
鹿
狩
り
が
目
的
な
の
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
人
間
が
今
日
は
お
主
の
説
法 

 
 
 

で
お
こ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
仕
出
か
す
か
も
わ
か
ら
な
い
。
鹿
の
代
り
に
今
日
は
お
手
前
を
射
殺
す 

 
 

と
、
麓
の
辻
堂
で
は
待
ち
遠
し
く
て
そ
の
辺
ま
で
も
で
ば
っ
て
き
て
お
る
か
も
知
れ
ん
。
浄
顕
房
は
、
東
条
殿
が 

 
 
 

今
日
持
仏
堂
で
抜
刀
せ
ぬ
の
は
近
頃
殊
勝
事
だ
と
言
っ
て
お
っ
た
。
お
や
っ
、
麓
の
方
か
ら
人
声
が
き
こ
え
る
、 

 
 
 

蓮
長
こ
っ
ち
だ
こ
っ
ち
だ
」 

と
義
浄
房
が
蓮
長
の
法
衣
の
袖
を
掴
む
が
早
い
か
、
こ
ろ
が
り
込
む
よ
う
に
、
山
の
傾
斜
の
灌
木
の
木
影
に
身
を 

 
 

か
く
し
た
。 

義
浄
房
は
押
し
か
く
れ
た
時
の
草
の
葉
の
動
き
に
不
安
な
眼
を
や
り
な
が
ら
、
ぢ
っ
と
耳
を
す
ま
し
た
。 
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「
山
の
一
本
道
、
こ
の
道
し
か
通
る
所
が
な
い
の
だ
か
ら
、
可
哀
想
だ
が
、
あ
の
坊
主
、
逃
が
し
っ
こ
は
な
い
ぞ
」 

「
先
刻
の
知
ら
せ
で
は
山
を
下
り
た
と
言
う
の
に
ま
だ
来
ぬ
の
は
不
思
議
だ
」 

「
地
頭
様
の
き
つ
い
御
立
腹
、
鹿
の
代
り
に
今
日
は
坊
主
を
射
と
め
て
み
せ
る
と
い
わ
れ
て
お
っ
た
が
、
ど
う
な 

 
 
 

る
こ
と
か
」 

と
銘
々
に
勝
手
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
山
道
を
登
っ
て
い
く
の
だ
っ
た
。 

「
蓮
長
、
聞
い
た
か
、
今
の
は
東
条
左
衛
門
尉
の
従
者
た
ち
だ
。
貴
公
が
山
を
下
る
の
が
お
そ
い
の
で
、
さ
が
し 

 
 
 

に
来
た
の
だ
ろ
う
。
最
早
こ
の
道
は
危
ぶ
な
く
て
行
け
ぬ
。
さ
あ
、
こ
の
崖
を
下
り
て
裏
道
へ
行
こ
う
、
東
条
の 

 
 
 

領
地
外
の
華
房
の
村
へ
行
こ
う
、
浄
顕
房
も
心
配
し
て
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
こ
の
崖
を
飛
び
下
り
ろ
」 

そ
う
言
う
と
義
浄
房
は
先
に
立
っ
て
崖
を
飛
び
下
り
た
。  

建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
と
い
う
、
蓮
長
に
と
っ
て
大
切
な
陽
が
今
沈
ま
う
と
し
て
い
る
時
刻
で
あ
っ
た
。 
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