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名 

越 

の 

庵 

室 

一 

「
精
を
出
し
て…

…

し
っ
か
り
働
か
ぬ
と
、
お
前
達
は
あ
の
砂
浜
に
寝
そ
べ
っ
て
お
る
牛
ど
も
に
負
け
て
し
ま
う 

 
 

ぞ
」 稲

村
ヶ
崎
を
真
向
こ
う
に
み
る
飯
島
の
浜
辺
で
あ
る
。
材
木
の
筏
を
引
い
て
き
た
船
が
二
・
三
隻
岸
に
つ
い
て 

 
 
 

大
賑
い
で
あ
る
。 

子
供
が
い
る
。
大
人
が
い
る
。
旅
姿
の
人
達
も
こ
れ
に
混
じ
っ
て
見
物
し
て
い
る
。
そ
の
見
物
人
を
邪
魔
も
の 

 
 
 

扱
い
に
し
て
人
足
達
が
岸
辺
か
ら
材
木
を
運
ん
で
い
る
の
だ
。 

建
長
三
年
十
一
月
に
工
事
を
起
し
た
建
長
寺
を
、
今
年
（
建
長
五
年
）
中
に
は
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
普
請 

 
 
 

場
に
運
ぶ
材
木
の
積
み
込
み
で
あ
る
。 

建
長
寺
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
、
禅
宗
の
坊
主
ら
し
い
筋
骨
の
逞
し
い
僧
侶
が
人
夫
を
叱
り
つ
け
て
督
促
し
て 
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い
る
。 

「
い
い
か
な
あ
、
昔
或
る
と
こ
ろ
で
寺
を
建
て
た
ん
だ
。
寺
が
建
っ
た
後
で
、
誰
が
一
番
果
報
を
得
た
か
と
云
う 

 
 

と
、
驚
く
な
か
れ
、
人
間
様
で
な
く
て
、
材
木
を
運
ん
だ
牛
ど
も
で
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
牛
は
慾
を
は
な 

 
 
 

れ
て
黙
々
と
尻
を
叩
か
れ
な
が
ら
材
木
を
運
ん
で
お
る
。 

と
こ
ろ
が
ど
う
じ
ゃ
、
人
間
は
皆
欲
の
た
め
に
働
い
て
居
る
。
こ
こ
が
果
報
の
あ
る
無
し
の
わ
か
れ
め
と
い
う 

 
 
 

と
こ
ろ
だ
。
お
前
達
に
慾
を
は
な
れ
て
働
け
と
は
無
理
だ
ろ
う
か
ら
そ
こ
ま
で
は
注
文
せ
ぬ
が
、
怠
け
ず
に
、
精 

 
 
 

だ
け
出
し
て
、
ま
あ
働
い
て
貰
い
た
い
」 

材
木
を
運
ぶ
た
め
に
、
連
れ
て
こ
ら
れ
た
数
匹
の
牛
が
砂
浜
に
寝
そ
べ
っ
て
口
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
口
辺 

 
 
 

の
泡
に
五
月
の
陽
が
ち
か
ち
か
と
照
り
返
さ
れ
て
い
た
。
騒
が
し
い
人
の
動
き
を
よ
そ
に
し
て
、
ね
む
た
そ
う
に 

 
 
 

一
し
き
り
牛
が
う
な
り
た
て
た
。 

「
み
い…

…

。
畜
生
の
牛
ど
も
に
も
拙
僧
の
話
が
合
点
い
っ
た
と
み
え
て
、
返
事
を
し
て
お
る
で
は
な
い
か
」 

「
坊
さ
ん
だ
け
に
、
説
教
に
は
そ
つ
が
ね
え
な
あ
」 

人
足
ど
も
は
蔭
口
を
き
き
な
が
ら
、
牛
車
に
材
木
を
積
む
の
に
忙
が
し
か
っ
た
。 

何
処
の
遠
い
山
か
ら
切
り
出
し
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
一
本
の
材
木
を
運
ぶ
た
め
に
、
牛
が
五
、
六
匹
も
要
る 

 
 
 

と
い
う
程
の
大
き
な
材
木
が
去
年
あ
た
り
は
、
ど
し
ど
し
運
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
滑
川
に
か
け
た 

 
 
 

橋
が
落
ち
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。 
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音
に
き
く
支
那
杭
洲
経
山
寺
の
模
様
を
本
朝
に
移
そ
う
と
す
る
、
執
権
北
条
時
頼
の
空
想
は
、
偏
門
、
総
門
、  

 
 
 

山
門
、
仏
殿
、
法
堂
、
方
丈
、
鐘
楼
、
禅
堂
、
食
堂
、
照
堂
、
祖
師
堂
、
経
蔵
、
塔
中
は
八
か
寺
と
い
う
鎌
倉
小 

 
 
 

袋
坂
の
建
長
寺
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
相
州
様
（
北
条
時
頼
）
の
御
威
光
は
た
い
し
た
も
の
さ
、
去
年
は
長
谷
の
近
く
に
大
仏
様
を
こ
し
ら
え
た
。
案 

 
 
 

内
坊
主
の
せ
り
ふ
じ
ゃ
な
い
が
、
御
丈
は
三
丈
三
尺
五
寸
、
面
の
長
さ
が
八
尺
、
眼
の
長
さ
が
四
尺
、
お
耳
は
六 

 
 
 

尺
五
寸
、
親
指
の
周
り
が
三
尺
余
り
で
、
口
は
三
尺
三
寸
、
こ
の
ば
か
で
か
い
口
で
毎
日
飯
を
食
わ
れ
た
ん
で 

 
 
 

は
、
鎌
倉
中
の
人
間
が
乾
し
上
っ
ち
ま
う
」 

「
お
い
お
い
、
後
の
方
は
お
前
の
つ
け
足
し
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
足
ら
ぬ
と
み
え
て
、
今
年
の
十
一
月
迄 

 
 
 

に
は
建
長
寺
を
で
っ
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
豪
勢
な
も
の
さ
」 

「
噂
に
き
け
ば
、
そ
の
建
長
寺
に
座
わ
る
坊
さ
ま
は
、
日
本
の
坊
主
で
は
光
り
方
が
足
ら
な
い
と
見
え
て
、
あ
ち 

 
 

ら

の
方
か
ら
呼
ぶ
と
い
う
話
だ
」 

「
呼
ぶ
ど
こ
ろ
か
、
も
う
と
っ
く
に
お
着
き
に
な
っ
て
い
る
よ
。
道
隆
大
覚
禅
師
、
宋
の
国
か
ら
来
た
本
場
も
の 

 
 

さ
」 が

や
が
や
と
騒
ぎ
立
て
な
が
ら
建
長
寺
の
普
請
場
へ
材
木
を
運
ぶ
人
足
達
の
囁
き
話
で
あ
る
。 

「
俺
達
人
足
ど
も
に
と
っ
ち
ゃ
、
仕
事
に
あ
り
つ
い
て
食
う
に
こ
と
か
か
ぬ
か
ら
、
相
州
様
は
仏
様
よ
り
も
っ
と 

 
 
 

有
難
い
お
方
で
、
あ
ん
ま
り
蔭
口
も
き
け
な
い
が
、
こ
こ
数
年
来
、
飢
饉
だ
、
疫
病
だ
、
地
震
だ
、
大
暴
風
雨
だ 
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と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
打
ち
続
く
ご
時
勢
に
、
ど
う
し
て
こ
う
寺
ば
か
り
建
て
る
ん
だ
ろ
う
。
年
貢
の
と
り
た
て 

 
 

で
、
諸
国
の
百
姓
は
青
息
吐
息
だ
」 

「
苦
し
い
時
の
神
だ
の
み
と
い
う
と
こ
ろ
さ
」 

「
俺
の
考
え
は
違
う
よ
。
こ
れ
は
相
州
様
が
勘
考
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
な
ま
ず
が
暴
れ
る
の
で
近
年
地
震
が 

 
 
 

つ
づ
く
、
こ
れ
は
一
つ
大
き
な
重
し
を
鎌
倉
中
の
要
所
要
所
に
置
こ
う
と
考
え
た
の
だ
。
だ
か
ら
大
仏
さ
ま
の
目 

 
 
 

方
が
二
万
五
千
貫
だ
。
た
い
し
た
重
し
だ
ぞ
。
長
谷
の
観
音
が
三
丈
三
尺
で
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
重
し
に
な
る
。
建 

 
 
 

長
寺
に
な
る
と
数
で
こ
い
だ
、
丈
六
の
地
蔵
菩
薩
が
一
千
体
と
い
う
大
変
な
も
の
だ
。
こ
れ
で
も
な
ま
ず
の
野
郎 

 
 
 

も
少
し
は
お
と
な
し
く
な
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」 

建
長
寺
御
用
と
制
札
を
立
て
た
材
木
を
積
ん
で
、
延
々
と
続
く
牛
車
、
往
還
の
諸
人
は
路
が
せ
ま
い
の
で
、
こ 

 
 
 

れ
が
通
り
す
ぎ
る
ま
で
、
田
甫
の
中
を
歩
く
か
立
ち
止
っ
て
見
送
る
よ
り
外
に
仕
様
が
な
い
。
人
足
ど
も
は
勝
手 

 
 
 

な
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
こ
れ
ら
の
立
止
っ
て
お
る
人
々
の
顔
を
得
意
そ
う
に
見
廻
し
て
お
る
の
だ
っ
た
。 

監
督
の
目
の
と
ど
か
ぬ
最
後
の
牛
車
に
腰
掛
け
て
い
た
人
足
が
、
車
に
つ
い
て
歩
い
て
く
る
人
足
に
声
を
か
け
た
。 

「
お
や
お
や
。
あ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
煙
が
上
が
っ
て
お
る
ぞ
、
炭
焼
き
小
屋
で
も
あ
る
の
か
な
」 

と
名
越
の
山
麓
を
指
さ
し
た
。 

「
ど
れ
ど
れ
、
あ
そ
こ
か…

…

あ
り
ゃ
炭
焼
き
小
屋
じ
ゃ
な
い
。
何
処
か
ら
来
た
か
知
ら
な
い
が
、
近
頃
坊
さ
ま 

 
 
 

が
住
ん
で
お
る
ん
だ
。
俺
は
あ
の
辺
に
は
猿
が
出
て
来
る
と
い
う
の
で
、
黒
焼
き
で
も
こ
し
ら
え
よ
う
と
思
っ
て 
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何
時
だ
っ
た
か
、
弓
を
持
っ
て
あ
の
辺
を
ぶ
ら
つ
い
た
。
す
ん
で
の
こ
と
で
大
き
な
奴
を
一
匹
も
の
に
し
よ
う
と 

 
 
 

し
た
ら
「
お
い
お
い
わ
し
の
可
愛
い
弟
子
達
を
い
じ
め
て
は
困
る
な
あ
」
と
、
六
尺
も
あ
ろ
う
か
大
き
な
坊
さ
ま 

 
 
 

が
い
つ
の
間
に
か
そ
ば
に
立
っ
て
い
た
ん
で
び
っ
く
り
し
た
よ
。 

と
ど
の
つ
ま
り
は
猿
の
代
り
に
俺
の
方
が
つ
か
ま
っ
て
、
粗
茶
一
服
進
ぜ
よ
う
か
と
か
な
ん
と
か
云
わ
れ
て
、 

 
 
 

あ
そ
こ
に
案
内
さ
れ
た
ん
だ
。 

こ
ち
と
ら
建
長
寺
の
人
足
か
ら
見
た
ら
、
乞
食
小
屋
同
然
の
と
こ
ろ
に
ゆ
う
ゆ
う
と
座
し
て
、
粗
茶
だ
と
い
っ 

 
 
 

て
進
め
ら
れ
た
時
に
は
、
ち
ょ
っ
と
妙
な
気
が
し
た
よ
。 

同
じ
鎌
倉
の
町
中
で
も
こ
う
も
違
う
も
の
か
な
あ
。
坊
さ
ま
と
い
え
ば
、
金
襴
の
法
衣
に
包
ま
れ
て
お
る
方
達 

 
 
 

ば
か
り
と
思
っ
た
の
に
、
破
れ
た
薄
墨
の
衣
一
つ
、
座
敷
の
中
に
は
経
机
に
経
文
ら
し
い
も
の
が
飾
っ
て
あ
る
ほ 

 
 

か
、
鐘
も
な
け
れ
ば
木
魚
も
な
い
。
夜
は
ど
う
し
て
寝
る
こ
と
や
ら
、
樹
下
石
上
と
は
い
い
な
が
ら
、
人
の
こ
と 

 
 
 

だ
が
気
が
も
め
た
。 

そ
う
し
て
暫
く
は
、
鎌
倉
の
町
中
の
出
来
市
を
い
ろ
い
ろ
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
ん
ま
り
気
安
い 

 
 
 

の
で
話
の
終
り
に
坊
さ
ま
あ
ん
た
は
、
お
寺
は
お
持
ち
で
な
い
か
と
伺
っ
た
ら
、
自
分
の
身
体
を
ぽ
ん
と
叩
か
れ 

 
 

て
、
こ
れ
が
わ
し
の
寺
じ
ゃ
と
い
わ
れ
た
よ
。
頭
の
辺
が
本
堂
な
ら
首
か
ら
下
が
庫
裡
と
方
丈
じ
ゃ
と
い
っ
て
笑 

 
 
 

っ
た
っ
け
。
帰
り
道
で
お
百
姓
に
逢
っ
た
か
ら
、
あ
れ
は
何
処
の
坊
さ
ま
か
と
尋
ね
た
ら
、
何
処
か
ら
き
た
か
知 

 
 
 

ら
な
い
が
、
毎
日
の
よ
う
に
彼
処
で
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
い
る
不
思
議
な
坊
さ
ま
だ
と
い
っ
た
が
、
な
あ 
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オ
イ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
唱
え
ご
と
は
あ
ん
ま
り
聴
い
た
こ
と
が
ね
え
な
あ
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
か…

…

南
無…

…

妙
法
蓮
華
経…

…

こ
い
つ
は
俺
も
初
耳
だ
」 

「
コ
ラ
コ
ラ
！
眼
が
届
か
ぬ
と
思
っ
て
車
に
腰
掛
け
て
る
奴
か
お
る
か
、
勿
体
な
い
」 

人
足
は
警
護
の
役
人
に
叱
ら
れ
て
、
あ
わ
て
て
車
か
ら
飛
び
お
り
た
。 

二 

今
日
も
富
士
が
見
え
る
。 

こ
こ
名
越
の
庵
室
か
ら
見
る
富
士
は
、
虚
空
に
浮
か
ん
だ
富
士
で
あ
る
。
無
論
箱
根
伊
豆
の
連
山
は
雲
に
隠
れ 

 
 
 

て
み
え
な
い
。
真
昼
の
月
を
見
る
よ
う
な
、
雲
の
上
に
富
士
の
頂
き
が
ぼ
う
っ
と
浮
い
て
み
え
る
。
銀
盤
の
よ
う 

 
 
 

な
鎌
倉
の
海
、
飛
ぶ
鳥
の
影
さ
え
映
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。 

先
刻
か
ら
、
裏
山
に
野
猿
の
叫
び
声
が
聞
え
て
お
っ
た
が
少
し
は
静
か
に
な
っ
た
。 

名
越
か
ら
半
里
程
東
南
の
久
木
の
辺
に
、
す
み
か
の
あ
る
ら
し
い
野
猿
が
、
名
越
迄
は
本
を
伝
わ
っ
て
遊
び
に 

 
 
 

来
る
が
、
名
越
で
山
が
と
ぎ
れ
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
ま
た
も
と
へ
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。 

野
猿
達
は
名
越
の
庵
室
に
一
人
の
大
き
な
坊
様
が
い
て
、
何
事
か
を
一
生
懸
命
に
唱
え
て
お
る
こ
と
を
鎌
倉
の 

 
 
 

町
の
人
達
よ
り
も
早
く
知
っ
て
い
た
。 
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動
物
の
本
能
で
こ
の
人
は
自
分
達
に
危
害
を
加
え
な
い
と
直
感
す
る
と
、
あ
き
れ
る
程
に
な
つ
く
も
の
で
あ 

 
 
 

る
。
こ
の
野
猿
達
は
庵
の
主
人
で
あ
る
聖
人
の
御
題
目
の
声
を
聞
く
の
が
日
な
ら
ず
し
て
日
課
の
よ
う
に
な
っ
て 

 
 
 

し
ま
っ
た
。
聖
人
が
読
経
唱
題
中
に
は
、
縁
側
の
あ
た
り
ま
で
近
づ
く
の
さ
え
あ
っ
た
。 

こ
の
野
猿
達
も
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
建
長
五
年
十
一
月
の
初
句
、
静
か
な
秋
の
日
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 
 
 

こ
の
月
の
二
十
五
日
に
は
建
長
寺
の
落
慶
式
が
予
想
さ
れ
て
、
鎌
倉
の
町
に
は
、
当
日
の
人
出
を
あ
て
こ
ん
で 

 
 
 

の
、
い
ろ
い
ろ
な
噂
話
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。 

建
長
寺
の
落
成
、
こ
れ
に
よ
っ
て
禅
宗
は
、
一
つ
の
新
し
い
勢
力
を
鎌
倉
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ 

 
 
 

る
。
源
氏
山
の
麓
、
寿
福
寺
に
は
悲
願
朗
誉
上
人
が
あ
っ
て
禅
宗
を
弘
め
て
お
っ
た
が
、
建
長
寺
に
は
遠
く
宋
の 

 
 
 

国
よ
り
道
隆
上
人
を
よ
ん
で
、
そ
の
住
職
と
仰
ぐ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
建
立
主
北
条
時
頼
殿
の
信
仰
の
程
も
察
せ 

 
 
 

ら
れ
る
訳
で
あ
る
。 

こ
の
禅
宗
に
対
し
て
念
仏
宗
は
、
材
木
座
に
光
明
寺
（
鎌
倉
の
大
仏
は
こ
の
寺
の
末
寺
広
徳
院
に
あ
る
。
大
仏 

 
 
 

の
建
立
者
は
北
条
時
頼
）
の
然
阿
上
人
、
新
善
光
寺
に
は
、
道
教
上
人
、
長
楽
寺
に
は
隆
観
上
人
、
と
も
に
法
然 

 
 
 

上
人
の
法
孫
と
し
て
、
大
い
に
浄
土
念
仏
宗
を
弘
め
て
、
禅
宗
が
武
士
の
階
級
に
弘
教
を
つ
と
め
れ
ば
、
念
仏
は 

 
 
 

商
人
農
民
の
一
般
階
級
に
布
教
宣
伝
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
真
言
宗
は
、
依
然
た
る
と
こ
ろ
の
勢
力
を
握
ぎ
っ
て
ゆ
ら
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

鎌
倉
八
幡
宮
の
別
当
職
に
は
僧
正
隆
弁
上
人
、
大
蔵
阿
弥
陀
堂
に
は
加
賀
法
印
定
清
等
が
あ
っ
て
、
病
気
、
出 
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産
、
災
難
、
合
戦
と
も
な
れ
ば
、
真
言
秘
密
の
祈
禱
師
に
依
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
当
時
の
鎌
倉
の
人
心
で
あ 

 
 
 

っ
た
。 

北
条
の
天
下
と
な
っ
て
僅
々
三
十
年
を
出
ず
し
て
、
鎌
倉
は
日
本
の
中
心
と
な
り
、
文
化
の
中
心
と
な
り
、
又 

 
 
 

活
気
の
点
に
お
い
て
は
仏
教
の
都
京
都
を
も
し
の
ぐ
、
仏
教
の
中
心
地
鎌
倉
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
こ
れ
は
表
面
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

大
仏
様
、
長
谷
の
観
音
様
、
建
長
寺
、
寿
福
寺
、
光
明
寺
等
々
如
何
に
も
仏
法
は
興
隆
し
た
か
に
み
え
て
い
る 

 
 

が
、
考
え
て
見
れ
ば
、
此
等
の
寺
々
は
時
の
為
政
者
が
、
民
の
膏
血
を
し
ぼ
っ
て
建
立
し
た
寺
で
あ
り
、
都
の
体 

 
 
 

裁
を
整
え
る
た
め
、
人
心
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
自
己
の
権
力
を
誇
示
す
る
た
め
等
々
の
故
に
建
立
さ
れ
た
寺
で 

 
 
 

あ
っ
た
。 

庶
民
の
信
心
が
凝
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
寺
は
一
箇
寺
も
な
か
っ
た
。
寺
は
為
政
者
が
建
立
す
べ
き 

 
 
 

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
寺
に
入
る
僧
侶
は
、
為
政
者
に
と
り
い
ら
ね
ば
、
生
涯
住
職
の
地
位
に
登 

 
 
 

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
も
無
理
が
な
い
。 

念
仏
の
寺
も
禅
宗
の
寺
も
真
言
の
寺
も
律
宗
の
寺
も
、
そ
の
建
立
者
は
同
一
人
で
あ
り
、
大
檀
那
は
一
人
で
あ 

 
 

り
、
そ
の
為
政
者
の
一
家
一
門
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
立
派
な
寺
に
お
さ
ま
っ
た
住
職
は
、
常
に
現
状
維
持
を
願 

 
 
 

っ
て
い
た
。
従
っ
て
念
禅
真
言
律
と
宗
旨
は
異
な
っ
て
い
て
も
大
檀
那
は
同
一
人
で
あ
る
か
ら
互
い
に
援
助
し
合 

 
 

い
、
そ
の
寺
を
維
持
し
よ
う
と
務
め
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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真
言
の
僧
侶
も
禅
宗
の
僧
侶
も
念
仏
を
唱
え
る
。 

武
士
の
精
神
修
養
に
は
禅
宗
が
よ
い
が
、
病
気
災
難
出
産
等
の
御
祈
禱
は
真
言
宗
が
受
け
も
つ
、
道
路
普
請
や 

 
 
 

橋
を
か
け
る
民
生
の
方
面
は
律
宗
が
引
き
受
け
る
、
さ
て
臨
終
と
な
れ
ば
、
念
仏
の
僧
侶
が
、
い
よ
い
よ
私
の
番 

 
 
 

が
来
ま
し
た
と
引
取
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
職
場
を
守
っ
て
万
事
が
仲
よ
く
寺
々
の
興
行
に
い
そ
し
ん
で
い
た
の 

 
 
 

で
あ
る
。 

大
寺
に
入
れ
ば
妻
妾
を
蓄
え
る
こ
と
、
魚
鳥
を
服
す
る
こ
と
な
ぞ
公
然
の
秘
密
で
、
む
し
ろ
現
代
の
人
々
が
、 

 
 
 

知
ら
な
さ
過
ぎ
る
程
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
僧
侶
は
自
分
の
宗
門
の
研
究
す
ら
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。 

人
の
性
質
に
よ
っ
て
、
人
の
好
み
に
よ
っ
て
、
仏
の
教
え
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
六
万
の
法
蔵
と
い 

 
 
 

う
位
に
、
沢
山
の
お
経
が
あ
る
の
だ
。
い
ず
れ
も
仏
説
で
あ
っ
て
、
自
分
の
好
み
に
よ
っ
て
ど
れ
を
執
っ
て
も
よ 

 
 
 

ろ
し
い
の
で
あ
る
と
僧
侶
が
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

武
士
は
い
ざ
合
戦
と
も
な
れ
ば
、
何
時
如
何
な
る
所
で
も
命
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
空
だ
空 

 
 
 

だ
と
教
え
て
お
け
ば
よ
ろ
し
い
。 

商
人
百
姓
に
は
こ
の
世
の
中
は
仮
り
の
世
の
中
で
あ
る
。
お
前
達
は
こ
の
世
の
中
に
お
客
さ
ん
で
来
た
と
思
う 

 
 
 

か
ら
腹
が
た
つ
の
だ
。
お
客
さ
ん
で
は
な
い
ぞ
。
働
け
働
け
、
そ
し
て
後
生
安
楽
を
願
え
、
後
生
を
願
う
こ
と
の 

 
 
 

み
に
お
前
達
は
こ
の
世
の
中
に
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。 
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後
生
を
願
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
信
心
を
し
な
さ
い
。
こ
の
世
の
中
に
お
客
さ
ん
で
き
た
の
で
は
な
い 

 
 
 

か
ら
、
一
生
懸
命
働
き
な
さ
い
、
そ
し
て
う
ん
と
功
徳
を
つ
み
な
さ
い
。
か
く
す
れ
ば
後
生
安
楽
疑
い
な
し
と
庶 

 
 
 

民
に
は
教
え
た
の
で
あ
る
。 

全
く
こ
こ
三
十
年
来
、
打
ち
続
く
大
地
震
、
大
暴
風
雨
、
飢
饉
、
疫
病
の
中
に
生
き
て
お
れ
ば
、
こ
の
世
は
仮 

 
 
 

の
世
の
中
で
、
何
処
か
に
本
当
に
住
む
世
の
中
が
お
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。 

こ
の
気
持
を
よ
く
摑
ん
だ
の
が
念
仏
の
教
で
あ
っ
た
。
法
義
と
か
仏
の
教
と
か
が
、
い
ず
れ
が
真
で
あ
る
か
な 

 
 
 

ぞ
と
は
鎌
倉
の
寺
々
の
僧
侶
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
強
い
て
い
え
ば
、
流
行
す
る
と
い
う
事
実
が
真
で
あ
っ 

 
 
 

た
。
流
行
し
な
い
も
の
は
、
た
と
え
仏
の
教
で
あ
っ
て
も
真
実
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

人
が
変
り
世
の
中
が
変
れ
ば
そ
れ
に
相
応
し
て
、
仏
の
教
え
も
変
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。 

人
の
心
を
先
き
に
し
て
そ
れ
に
仏
の
教
え
が
追
随
し
て
ゆ
く
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
の
教
え
で
は
毛
頭
な
い
。 

 
 
 

む
し
ろ
仏
の
教
え
は
、
ゆ
が
ん
だ
人
の
心
を
正
し
く
す
る
も
の
で
、
或
る
時
に
は
、
時
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い 

 
 
 

よ
う
な
姿
さ
え
と
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
鎌
倉
の
寺
々
の
僧
侶
は
一
向
に
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
聖
人
が
名
越 

 
 
 

の
庵
室
の
主
人
と
な
っ
た
当
初
の
鎌
倉
の
仏
教
界
で
あ
っ
た
。 

訪
ね
る
人
も
な
い
聖
人
の
庵
室
に
今
日
は
一
人
の
僧
が
訪
れ
て
来
た
。 

自
身
の
口
か
ら
、
叡
山
か
ら
参
っ
た
成
弁
と
申
す
僧
侶
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
笠
を
ぬ
い
だ
。 
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三 
南 

無 
妙 

法 

蓮 

華 

経 

六
尺
余
の
長
い
白
い
布
の
上
に
書
か
れ
た
題
目
、
聖
人
が
丹
誠
を
こ
め
て
書
か
れ
た
題
目
で
あ
る
。
筆
勢
は
正 

 
 
 

に
竜
虎
相
打
つ
の
気
慨
が
あ
る
。
後
世
の
人
は
こ
れ
を
目
蓮
が
発
明
し
た
髭
題
目
な
ぞ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
転
宗 

 
 
 

転
派
を
禁
ぜ
ら
れ
た
徳
川
時
代
の
気
慨
の
な
く
な
っ
た
日
蓮
宗
派
の
僧
侶
の
書
い
た
お
題
目
を
み
て
か
ら
、
そ
ん 

 
 
 

な
悪
口
を
い
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
に
書
か
れ
た
聖
人
の
お
題
目
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。 

伸
び
伸
び
と
し
た
雄
渾
な
筆
法
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
こ
そ
、
宇
宙
法
界
、
不
変
の
哲
理
、
万
物
を
育
成
し
て
や 

 
 
 

ま
ぬ
大
光
明
、
大
慈
悲
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
哲
理
は
、
不
変
に
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
国
が
亡 

 
 
 

び
よ
う
が
、
世
の
中
が
変
ろ
う
が
、
永
遠
に
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
正
は
、
い
つ
の
世
に
で
も
、
邪 

 
 
 

と
と
も
に
存
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
故
に
今
静
か
に
布
に
し
み
こ
ん
で
ゆ
く
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
文
字
は
慈
悲 

 
 
 

の
象
徴
で
は
あ
る
が
、
一
度
邪
に
対
し
て
は
、
断
じ
て
そ
れ
を
破
折
し
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
純 

 
 
 

白
の
布
に
書
か
れ
た
伸
び
伸
び
と
し
た
七
字
の
筆
法
は
、
一
切
の
邪
な
る
も
の
を
切
断
す
る
長
い
剣
の
如
き
風
格 

 
 
 

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

書
き
終
っ
た
聖
人
は
、
側
に
墨
を
す
っ
て
い
た
日
昭
を
御
覧
に
な
っ
て
、
に
っ
こ
り
と
微
笑
せ
ら
れ
た
。
日
昭 
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と
は
過
ぐ
る
年
の
十
一
月
、
「
叡
山
か
ら
参
っ
た
成
弁
と
申
す
僧
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
こ
の
草
庵
を
訪
れ
た
僧 

 
 
 

侶
で
あ
る
。
聖
人
よ
り
は
一
歳
の
年
長
者
で
あ
る
が
、
叡
山
に
お
い
て
当
時
の
蓮
長
で
あ
る
聖
人
の
法
話
を
聞
い 

 
 

て
、
深
く
聖
人
の
法
義
に
感
服
し
、
聖
人
が
叡
山
を
下
り
て
一
宗
を
開
け
ば
、
必
ず
自
分
は
第
一
の
弟
子
と
し
て 

 
 
 

給
仕
奉
公
い
た
し
た
い
と
約
束
し
た
人
で
あ
る
。 

叡
山
に
お
け
る
権
律
師
と
い
う
僧
位
を
潔
よ
く
返
上
し
て
、
今
は
名
も
聖
人
よ
り
日
昭
と
賜
わ
っ
て
、
一
所
化 

 
 
 

と
し
て
聖
人
に
仕
え
る
身
で
あ
っ
た
。 

「
あ
れ
な
る
旗
竿
に
打
ち
樹
て
ま
し
ょ
う
」 

「
さ
よ
う…

…

」 

日
昭
の
言
葉
に
聖
人
は
答
え
ら
れ
た
。 

広
い
と
い
え
ば
名
越
の
山
全
体
が
庭
で
あ
る
。
せ
ま
い
と
い
え
ば
軒
下
よ
り
三
尺
程
が
庭
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
庭
に
題
目
を
書
い
た
布
が
、
青
竹
の
旗
竿
に
よ
っ
て
か
か
げ
ら
れ
た
。
鎌
倉
の
海
を
渡
っ
て
き
た
冷
た
い 

 
 
 

風
が
、
名
越
の
山
肌
に
温
め
ら
れ
た
空
気
に
ぶ
っ
か
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。
題
目
の
旗
は
急
に
生
気
を
得
て
踊
り
跳 

 
 
 

ね
る
、
竜
の
如
く
に
突
如
空
に
か
け
り
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。 

お
題
目
の
長
い
筆
法
は
旗
の
は
た
め
き
に
調
和
し
て
い
た
。
題
目
は
生
き
て
い
る
の
だ
。 

「
日
昭
、
あ
れ
が
明
日
か
ら
の
日
蓮
の
姿
だ
」 

「
い
さ
ま
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」 
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師
弟
と
も
に
庭
の
旗
の
自
由
奔
放
な
動
き
を
、
草
庵
の
中
か
ら
、
じ
っ
と
眺
め
て
い
た
。 

「
明
日
か
ら
わ
し
は
鎌
倉
の
街
頭
に
立
つ
、
あ
れ
な
る
旗
が
日
蓮
の
唯
一
つ
の
旗
標
じ
ゃ
」 

「
い
よ
い
よ
法
戦
の
時
期
が
到
来
い
た
し
ま
し
た
か
、
お
目
出
度
う
ご
ざ
い
ま
す…

…

こ
の
日
昭
も
非
力
な
が
ら 

 
 

共
々
お
伴
を
し
て
随
力
演
説
を
い
た
し
と
う
存
じ
ま
す
」 

「…
…

そ
の
こ
と
だ
が
、
実
は
申
し
に
く
い
が
日
昭
お
ん
身
に
は
、
こ
れ
か
ら
ず
う
っ
と
留
守
を
頼
み
た
い
」 

「
え
っ
」 

日
昭
は
驚
き
の
声
を
放
つ
と
思
わ
ず
庵
室
の
中
を
見
廻
し
た
。 

「
こ
れ
こ
れ
皮
肉
に
部
屋
の
中
な
ぞ
見
廻
さ
ん
で
も
よ
い
。
何
一
つ
な
い
こ
の
庵
室
の
留
守
番
と
思
わ
れ
て
は
困 

 
 

る
」 聖

人
は
こ
う
い
っ
て
か
ら
、
静
か
に
語
調
を
改
め
て
語
り
出
し
た
。 

「
仏
の
精
神
は
法
華
経
な
り
、
こ
れ
を
知
れ
る
者
は
日
本
国
に
但
日
蓮
一
人
で
あ
る
。
こ
の
一
言
を
申
し
出
す
な 

 
 
 

ら
ば
、
父
母
兄
弟
師
匠
に
国
主
の
王
難
必
ず
来
た
る
こ
と
は
経
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

さ
り
と
て
仏
道
を
求
め
て
こ
こ
に
二
十
年
、
こ
れ
を
知
っ
て
黙
せ
ば
慈
悲
な
き
者
と
な
り
果
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

い
お
う
か
い
う
ま
い
か
こ
の
二
言
、
日
頃
月
頃
念
じ
て
お
っ
た
が
、
法
華
経
、
涅
槃
経
等
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を 

 
 
 

考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ず
ば
今
生
は
こ
と
な
か
ろ
う
が
後
世
は
無
間
地
獄
疑
い
な
し
、
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔
必 

 
 
 

ず
き
そ
い
起
る
べ
し
と
あ
っ
た
。
わ
が
身
に
難
の
来
た
る
こ
と
は
敢
て
意
と
せ
ぬ
が
、
国
主
の
王
難
が
大
恩
あ
る 
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両
親
師
匠
に
ま
で
及
ん
だ
時
、
日
蓮
の
信
念
が
退
転
す
る
よ
う
な
ら
ば
言
い
出
す
こ
と
は
思
い
止
む
べ
し
と
ま
で 

 
 
 

考
え
た
の
で
あ
る
が
、
法
華
経
の
宝
塔
品
に
六
難
九
易
の
譬
が
あ
る
。
即
ち
我
等
程
の
小
力
の
者
が
須
彌
山
を
な 

 
 
 

げ
る
と
も
、
我
等
程
の
無
神
通
力
の
者
が
か
れ
草
を
負
う
て
大
火
に
焼
け
ず
と
も
、
我
等
程
の
無
智
の
者
が
何
億 

 
 
 

巻
の
経
々
を
読
み
覚
え
よ
う
と
も
、
法
華
経
は
一
句
一
偈
末
代
に
は
保
ち
が
た
し
と
あ
っ
た
。
法
華
経
は
必
ず
末 

 
 
 

法
の
世
の
中
に
流
布
す
べ
し
と
は
仏
の
遺
言
で
あ
る
。 

だ
が
、
こ
れ
を
弘
む
る
者
に
は
大
難
必
ず
来
た
る
と
仏
は
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
戒
め
ら
れ
て
お
る
。
生
々
流 

 
 
 

転
の
法
界
を
観
ず
れ
ば
、
我
等
三
界
に
生
を
受
け
し
骨
は
山
と
積
ま
れ
よ
う
。
そ
の
間
、
妻
や
子
の
た
め
に
流
し 

 
 
 

た
涙
は
河
と
流
れ
よ
う
。
だ
が
未
だ
一
滴
の
涙
も
法
華
経
の
た
め
に
流
さ
ず
、
一
骨
と
雖
も
未
だ
仏
に
捧
げ
た
こ 

 
 
 

と
が
な
い
。
日
蓮
今
度
強
盛
の
菩
提
心
を
起
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
大
願
を
立
て
た
の
で
あ
る
」 

こ
の
言
葉
を
き
く
日
昭
の
顔
に
は
、
感
激
の
色
が
あ
り
あ
り
と
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。 

「
そ
こ
で
日
昭
お
ん
身
に
は
後
を
頼
む
ぞ
。
こ
の
日
蓮
は
明
日
よ
り
は
流
罪
死
罪
の
的
と
な
る
こ
と
を
覚
悟
し 

 
 
 

て
、
鎌
倉
の
辻
々
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
の
だ
。
石
が
飛
び
瓦
が
飛
び
、
刀
が
杖
が
我
が
身
に
加
え
ら
れ 

 
 
 

る
こ
と
は
経
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

だ
が
こ
の
難
が
来
れ
ば
、
き
た
る
程
、
法
華
経
は
必
ず
弘
ま
っ
て
行
く
、
こ
れ
ま
た
法
華
経
に
説
く
と
こ
ろ
で 

 
 
 

あ
る
。
さ
れ
ば
お
ん
身
は
宜
し
く
内
に
あ
っ
て
、
や
が
て
は
わ
が
弟
子
わ
が
檀
那
と
な
る
べ
き
も
の
を
ひ
き
い
て 

 
 
 

わ
が
法
義
を
守
ら
れ
た
い
。
た
と
え
法
華
経
の
正
義
が
弘
ま
っ
て
も
、
そ
の
草
創
の
間
に
、
和
党
ど
も
一
族
が 
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法
敵
に
よ
っ
て
亡
ぼ
さ
れ
た
の
で
は
、
弘
教
も
そ
の
効
果
が
な
い
。 

万
が
一
日
蓮
が
迫
害
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
時
は
、
日
昭
お
ん
身
が
始
め
て
立
つ
時
だ
。
そ
の
時
ま
で
お
ん
身
は 

 
 
 

留
守
番
じ
ゃ
、
い
い
か
な
、
日
蓮
が
鎌
倉
の
辻
々
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
お
る
間
は
、
お
ん
身
は
い
よ
い 

 
 
 

よ
内
に
ひ
そ
ん
で
全
く
の
影
の
人
と
な
っ
て
わ
が
後
継
者
を
養
っ
て
下
さ
れ
、
決
し
て
日
蓮
と
同
罪
と
な
る
こ
と 

 
 
 

の
な
い
よ
う
大
い
に
用
心
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

守
る
も
攻
め
る
も
み
な
法
華
経
の
た
め
、
国
の
た
め
、
神
の
た
め
、
一
切
衆
生
の
た
め
で
あ
る
。
い
な
お
ん
身 

 
 
 

の
守
り
堅
け
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
日
蓮
法
華
経
の
大
利
剣
ひ
っ
さ
げ
あ
の
題
目
を
旗
標
と
し
て
、
法
戦
に
後
顧
の
患 

 
 
 

い
な
く
打
っ
て
出
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
鎌
倉
の
覇
者
北
条
殿
を
背
景
と
し
て
大
伽
藍
を
誇
り
錦
欄
の
法
衣
を 

 
 
 

着
て
、
我
こ
そ
仏
弟
子
也
と
称
す
る
念
禅
真
言
の
魔
作
沙
門
が
東
海
の
海
人
の
子
日
蓮
が
敵
手
か
と
思
え
ば
、
日 

 
 
 

昭
、
面
白
い
で
は
な
い
か…
…

」 
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