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昔
、
越
後
之
国
魚
沼
の
僻
地
に
、
閑
山
寺
の
六
袋
和
尚
と
い
つ
て
近
隣
に

徳
望
高
い
老
僧
が
あ
つ
た
。

　
初
冬
の
深
更
の
こ
と
、
雪
明
り
を
愛め
づ
る
ま
ま
写
経
に
時
を
忘
れ
て
ゐ
る

と
、
窓
外
か
ら
毛
の
生
え
た
手
を
差
し
の
べ
て
顔
を
な
で
る
も
の
が
あ
つ
た
。

和
尚
は
朱
筆
に
持
ち
か
へ
て
、
そ
の
掌
に
花
の
字
を
書
き
つ
け
、
あ
と
は
余

念
も
な
く
再
び
写
経
に
没
頭
し
た
。

　
明
方
ち
か
く
、
窓
外
か
ら
、
頻
り
に
泣
き
叫
ぶ
声
が
起
つ
た
。
や
が
て
先

ほ
ど
の
手
を
再
び
差
し
の
べ
る
者
が
あ
り
、
声
が
言
ふ
に
は
「
和
尚
さ
ま
。

誤
つ
て
有
徳
の
沙
門
を
嬲
り
、
お
書
き
な
さ
い
ま
し
た
文
字
の
重
さ
に
、
帰

る
道
が
歩
け
ま
せ
ぬ
。
不
愍
ふ
び
ん
と
思
ひ
、
文
字
を
落
し
て
下
さ
り
ま
せ
」
見
れ
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ば
一
匹
の
狸
で
あ
つ
た
。
硯
の
水
を
筆
に
し
め
し
て
、
掌
の
文
字
を
洗
つ
て

や
る
と
、
雪
上
の
陰
間
を
縫
ひ
、
闇
の
奥
へ
消
え
去
つ
た
。

　
翌
晩
、
坊
舎
の
窓
を
叩
き
、
訪
ふ
声
が
し
た
。
雨
戸
を
開
け
る
と
、
昨
夜

の
狸
が
手
に
栂ツガ
の
小
枝
を
た
づ
さ
へ
、
そ
れ
を
室
内
へ
投
げ
入
れ
て
、
逃
げ

去
つ
た
。

　
そ
の
後
、
夜
毎
に
、
季
節
の
木
草
を
た
づ
さ
へ
て
、
窓
を
訪
れ
る
習
ひ
と

な
つ
た
。
追
々
昵
懇
を
重
ね
て
心
置
き
な
く
物
を
言
ふ
間
柄
と
な
る
う
ち
に
、

独
居
の
和
尚
の
不
便
を
案
じ
て
、
な
に
く
れ
と
小
用
に
立
働
く
や
う
に
な
り
、

い
つ
と
な
く
そ
の
高
風
に
感
じ
入
つ
て
自
ら
小
坊
主
に
姿
を
変
へ
、
側
近
に

仕
へ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
こ
の
狸
は
通
称
を
団
九
郎
と
云
ひ
、
眷
族
で
は
名
の
知
れ
た
一
匹
で
あ
つ
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た
さ
う
な
。
ほ
ど
な
く
経
文
を
暗そら
ん
じ
て
諷
経
に
唱
和
し
、
ま
た
作
法
を
覚

え
て
朝
夜
の
坐
禅
に
加
は
り
、
敢
て
三
十
棒
を
怖
れ
な
か
つ
た
。

　
六
袋
和
尚
は
和
歌
俳
諧
を
よ
く
し
、
又
、
折
に
ふ
れ
て
仏
像
、
菩
薩
像
、

羅
漢
像
等
を
刻
ん
だ
。
そ
の
羅
漢
像
、
居
士
像
等
に
は
狗
狸
に
類
似
の
面
相

も
あ
つ
た
と
い
ふ
が
、
恐
ら
く
偶
然
の
所
産
で
あ
つ
て
、
団
九
郎
に
関
係
は

な
か
つ
た
の
だ
ら
う
。

　
い
つ
と
な
く
、
団
九
郎
も
彫
像
の
三
昧
を
知
つ
た
。
木
材
を
さ
が
し
も
と

め
、
和
尚
の
熟
睡
を
ま
つ
て
庫
裏
の
一
隅
に
胡
座
し
、
鑿
を
揮
ひ
は
じ
め
て

の
ち
に
は
、
雑
念
を
離
れ
、 

屡  
々 

し
ば
し
ば

夜
の
白
む
の
も
忘
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。

　
六
袋
和
尚
は
六
日
先
ん
じ
て
己
れ
の
死
期
を
予
知
し
た
。
諸
般
の
こ
と
を
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調
へ
、
辞
世
の
句
も
な
く
、
特
別
の
言
葉
も
な
く
、
恰
あ
た
かも
前
栽
へ
逍
遥
に
立

つ
人
の
や
う
に
入
寂
し
た
。

　
参
禅
の
三
摩
地
を
味
ひ
、
諷
経
念
誦
の
法
悦
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で
、
和
尚

の
遷
化
せ
ん
げ
し
て
後
も
、
団
九
郎
は
閑
山
寺
を
去
ら
な
か
つ
た
。
五
蘊
ご
う
ん
の
覊
絆
を

厭
悪
し
、
す
で
に
一
念
解
脱
を
発
心
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
新
ら
た
な
住
持
は
弁
兆
と
云
つ
た
。
彼
は
単
純
な
酒
徒
で
あ
つ
た
。
先
住

の
高
風
に
比
べ
れ
ば
百
難
あ
つ
た
が
、
彼
も
亦また
一
生
不
犯
ふ
ぼ
ん
の
戒
律
を
守
り
、

専
ら
一
酔
ま
た
一
睡
に
一
日
の
悦
び
を
托
し
て
ゐ
た
無
難
な
坊
主
の
ひ
と
り

で
あ
つ
た
。

　
弁
兆
は
食
膳
の
吟
味
に
心
を
く
ば
り
、
一
汁
の
風
味
に
も
あ
れ
こ
れ
と
工
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夫
を
命
じ
た
。
団
九
郎
の
坐
禅
諷
経
を
封
じ
て
、
山
陰
へ
木
の
芽
を
と
ら
せ

に
走
ら
せ
、
又
、
屡
々
蕎
麦
を
打
た
せ
た
。
一
酔
を
も
と
め
て
の
ち
は
、
肩

を
も
ま
せ
て
、
や
が
て
大
蘿
蔔
頭

だ
い
ら
ふ
と
う
（
だ
い
こ
ん
）
の
煮
ゆ
る
が
如
く
眠
り
に

落
ち
た
。
こ
と
ご
と
く
、
団
九
郎
の
意
外
で
あ
つ
た
。
一
言
一
動
俗
臭 

芬  

ふ
ん
ぷ

々 ん
と
し
て
、
甚
だ
正
視
に
堪
へ
な
か
つ
た
。

　
一
夕
、
雲
水
の
僧
に
変
じ
て
、
団
九
郎
は
山
門
を
く
ぐ
つ
た
。
折
か
ら
弁

兆
は
小
坊
主
の
無
断
不
在
を
か
こ
ち
な
が
ら
、
酒
食
の
支
度
に
余
念
も
な
か

つ
た
。

　
雲
水
の
僧
は
身
の
丈
六
尺
有
余
、
筋
骨
隆
々
と
し
て
、
手
足
は
古
木
の
や

う
で
あ
つ
た
。
両
眼
は
炬
火
の
如
く
に
燃
え
、
両
頬
は
岩
塊
の
如
く
、
鼻
孔

は
風
を
吹
き
、
口
は
荒
縄
を
縒
り
合
せ
た
や
う
で
あ
つ
た
。
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雲
水
の
僧
は
庫
裏
へ
現
れ
、
弁
兆
の
眼
前
を
立
ち
ふ
さ
い
だ
。
そ
れ
か
ら
、

破わ
れ
鐘がね
の
や
う
な
大
音
声
で
か
う
と
問
ふ
た
。

「 

噇 
酒 
糟 

と
う
し
ゆ
そ
う
の
漢
（
の
ん
だ
く
れ
め
）
仏
法
を
喰
ふ
や
如
何
に
」

　
弁
兆
は
徳
利
を
落
し
、
さ
て
、
臍
下
丹
田
に
力
を
籠
め
て
、
ま
づ
大
喝
一

番
こ
れ
に
応
じ
た
。

　
と
、
雲
水
の
僧
は
、
や
を
ら
か
た
へ
の
囲
炉
裏
の
上
へ
半
身
を
か
が
め
た
。

左
手
に
右
の
衣
袖
を
収
め
て
、
紅
蓮
ぐ
れ
ん
を
ふ
く
火
中
深
く
そ
の
逞
し
い
片
腕
を

差
し
入
れ
た
。
さ
う
し
て
、
大
い
な
る
燠
の
ひ
と
つ
を
鷲
掴
み
に
し
て
、
再

び
弁
兆
の
眼
前
を
立
ち
ふ
さ
い
だ
。

「
噇
酒
糟
の
漢
よ
く
仏
法
を
喰
ふ
や
如
何
に
」

　
雲
水
の
僧
は
に
ぢ
り
寄
つ
て
、
真
赤
な
燠
を
弁
兆
の
鼻
先
へ
突
き
つ
け
た
。

8閑山



弁
兆
に
二
喝
を
発
す
る
勇
気
が
な
か
つ
た
。
思
は
ず
色
を
失
つ
て
、
飛
び
退の

い
て
ゐ
た
。

「
這
の
掠
虚
頭
の
漢
（
い
ん
ち
き
や
ら
う
め
）
！
」

　
雲
水
の
僧
は
矢
庭
や
に
わ
に
躍
り
か
か
つ
て
、
弁
兆
の
口
中
へ
燠
を
捩
ぢ
込
む
と

こ
ろ
で
あ
つ
た
。
弁
兆
は
飛
鳥
の
如
く
に
身
を
ひ
る
が
へ
し
て
逃
げ
て
ゐ
た
。

そ
の
ま
ま
逐
電
し
て
、
再
び
行
方
は
知
れ
な
か
つ
た
。

　
雲
水
の
僧
は
住
持
と
な
つ
た
。
人
称よ
ん
で
呑
火
和
尚
と
云
つ
た
。
即
ち
団

九
郎
狸
で
あ
つ
た
。
懈
怠
け
た
い
を
憎
み
、
ひ
た
す
ら  

見    

性  

け
ん
し
よ
う

成
仏
を
念
じ
て
坐

禅
三
昧
に
浸
り
、
時
に
夜
も
す
が
ら
仏
像
を
刻
ん
で
静
寂
な
孤
独
を
満
喫
し

た
。
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村
に
久
次
と
い
ふ
し
れ
も
の
が
あ
つ
た
。
大
青
道
心
の
坐
禅
三
昧
を
可
笑

し
が
り
、
法
話
の
集
ひ
の
あ
る
夕
辺
、
庫
裏
へ
忍
び
、
和
尚
の
食
餌
へ
や
た

ら
と
砥
粉
と
の
こ
を
ふ
り
ま
い
て
お
い
た
。
砥
粉
を
く
ら
へ
ば
止
め
よ
う
と
欲
し
て

も
お
の
づ
と
放
屁
し
て
止
め
る
術
が
な
い
と
い
ふ
俗
説
が
あ
る
の
だ
さ
う
な
。

　
果
し
て
和
尚
は
、
開
口
一
番
、
放
屁
の
誘
惑
に
狼
狽
し
た
。
臍
下
丹
田
に

力
を
籠
め
れ
ば
、
放
屁
の
音
量
を
大
に
す
る
ば
か
り
で
あ
り
、
丹
田
の
力
を

ぬ
け
ば
、
心
気
顛
倒
し
て
為
す
と
こ
ろ
を
失
ふ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。

「
し
ば
ら
く
誦
経
致
さ
う
」

　
和
尚
は
腹
痛
を
押
へ
て
や
を
ら
立
上
り
、
木
魚
の
前
に
端
坐
し
た
。
優う
婆ば

塞
優
婆
夷

そ
く
う
ば
い

の
合
唱
に
か
く
れ
て
、
ひ
そ
か
に
始
末
す
る
魂
胆
で
あ
つ
た
。
そ

こ
で
先
づ
試
み
に
一
微
風
を
漏
脱
し
た
と
こ
ろ
、
こ
と
ご
と
く
思
量
に
反
し

10閑山



て
、
あ
と
は
も
は
や
大
流
風
の
思
ふ
が
ま
ま
の
奔
出
を
防
ぎ
か
け
る
手
段
て
だ
て
も

な
か
つ
た
。
大
風
笛
は
高
天
井
に
木
魂
し
て
、
人
々
が
こ
れ
を
怪
し
み
誦
経

の
声
を
呑
ん
だ
時
に
は
、
転
出
す
る
円
凹
様
々
な
風
声
の
み
が
大
小
高
低
の

妙
を
描
き
だ
す
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
臭
気
堂
に
満
ち
て
、
人
々
は
思
は
ず
鼻

孔
に
袖
を
当
て
、
ひ
と
り
の
立
上
る
気
配
を
知
る
と
、
我
先
き
に
堂
を
逃
れ

た
。

　
釈
迦
牟
尼
成
道
の
時
に
も
降
魔
の
こ
と
が
あ
つ
た
。
正
法
に
は
必
ず
障
礙

の
あ
る
も
の
。
放
屁
を
抑
へ
よ
う
と
し
て
四
苦
八
苦
す
る
の
も
未
だ
法
を
会

得
す
る
こ
と
遠
き
が
ゆ
ゑ
で
あ
り
、
放
屁
の
漏
出
に
狼
狽
し
て
為
す
と
こ
ろ

を
忘
れ
る
の
も
未
だ
全
機
透
脱
し
て
大
自
在
を
得
る
底てい
の
妙
覚
に
到
ら
ざ
る

が
ゆ
ゑ
で
あ
る
。
即
ち
透
脱
し
て
大
解
脱
を
得
た
な
ら
ば
、
拈
花
ね
ん
げ
も
放
屁
も
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同
一
の
も
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
静
夜
端
坐
し
て
、
団
九
郎
は
か
く
観
じ

た
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
俗
人
の
済
度
し
が
た
い
こ
と
を
嘆
い
て
、
人
里
か
ら

一
里
ば
か
り
山
奥
に
庵
を
結
び
、
遁
世
し
て
禅
定
三
昧
に
没
入
し
た
。

　
冬
が
き
て
、
田
舎
役
者
の
一
行
が
こ
の
草
庵
を
通
り
か
か
つ
た
。

　
雪
国
の
農
夫
達
は
冬
毎
に
そ
の
故
里
の
生
業
を
失
ひ
、
雪
解
け
の
頃
ま
で

他
郷
へ
稼
ぎ
に
で
か
け
る
の
が
昔
か
ら
の
習
ひ
で
あ
つ
た
。
部
落
に
よ
つ
て
、

あ
る
ひ
は
灘
伊
丹
の
酒
男
、
あ
る
ひ
は
江
戸
の
奉
公
と
様
々
で
あ
る
が
、
所

に
よ
つ
て
は
、
越
後
獅
子
の
部
落
も
あ
り
、
村
廻
り
の
神
楽
狂
言
芝
居
等
を

伝
承
す
る
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
。
も
と
よ
り
正
業
は
農
で
あ
る
が
、
副
業
も
亦
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概
ね
世
襲
で
、
現
今
も
尚
こ
の
あ
た
り
に
は
冬
毎
に
芝
居
を
巡
業
す
る
部
落

が
あ
る
。
丈
余
の
雪
上
に
舞
台
を
設
へ
、
観
客
も
亦
雪
原
に
筵
を
し
き
、
持

参
の
重
箱
を
ひ
ら
い
て
酒
を
の
み
な
が
ら
見
物
す
る
。
木
戸
と
し
て
特
に
規

定
の
金
額
が
な
い
か
ら
、
金
銭
を
支
払
ふ
者
は
甚
だ
稀
で
、
通
例
米
味
噌
野

菜
酒
等
を
木
戸
銭
に
代
へ
、
一
族
ひ
き
つ
れ
て
観
覧
に
あ
つ
ま
る
。
演
者
は

た
だ
ひ
た
す
ら
に
芝
居
を
楽
し
む
と
い
ふ
風
で
、
寒
気
厳
烈
の
雪
原
と
は
い

へ
さ
な
が
ら
に
春
風
駘
蕩
、
「
三
年
さ
き
に
勘
平
の
男
前
の
若
い
衆
は
ど
う

な
す
つ
た
ね
。
女
の
子
が
夢
中
に
な
つ
た
も
の
だ
つ
た
が
、
達
者
か
ね
」

「
あ
の
野
郎
は
嬶
か
か
あを
も
ら
つ
て
、
今
年
は
休
ま
し
て
も
ら
ひ
ま
す
だ
と
の
」

な
ど
い
ふ
会
話
が
幕
の
間
に
舞
台
の
上
下
で
交
は
さ
れ
る
。
座
長
と
見
え
る

老
爺
な
ど
終
生
水
呑
百
姓
の
見
る
か
ら
に
武
骨
そ
の
も
の
の
骨
柄
で
あ
る
が
、
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巧
み
に
女
形
を
し
こ
な
し
て
優
美
哀
切
を
極
め
、
涙
の
袖
を
し
ぼ
ら
せ
る
こ

と
、
い
つ
の
年
も
変
り
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
折
か
ら
一
行
の
ひ
と
り
に
病
人
が
で
き
た
。
通
り
か
か
つ
た
草
庵
を
こ
れ

幸
ひ
に
無
心
し
て
病
人
を
担
ぎ
入
れ
た
が
、
翌
日
も
、
ま
た
翌
日
も
、
は
か

ば
か
し
く
い
か
な
い
。
先
を
急
ぐ
旅
の
こ
と
と
て
、
ひ
と
り
の
附
添
ひ
を
置

き
残
し
て
一
座
の
者
は
立
去
つ
た
。

　
病
人
は
暮
方
か
ら
熱
が
高
ま
り
、
夜
は
悪
夢
に
う
な
さ
れ
て 

譫  

言 

う
わ
ご
と

を
言

ひ
、
屡
々
水
を
も
と
め
た
。
明
方
に
漸
く
寝
し
づ
ま
る
の
が
例
で
あ
つ
た
。

附
添
の
男
は
和
尚
に
祈
祷
を
懇
願
し
た
。
同
村
の
某
が
同
じ
や
う
な
高
熱
に

悩
ん
だ
と
き
、
真
言
の
僧
に
祈
祷
を
受
け
、
唵
摩
耶
底
連

お
ん
ま
や
て
れ
ん
の
札
を
水
に
う
つ

し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
翌
日
は
熱
も
落
ち
て
本
復
し
た
こ
と
を
思
ひ
だ
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し
た
の
で
あ
つ
た
。

「
拙
僧
は
左
様
な
法
力
を
会
得
し
た
生
き
ぼ
と
け
で
は
厶ござ
ら
ぬ
」
と
和
尚
は

答
へ
た
。
「
見
ら
れ
る
通
り
俗
世
間
を
遁
れ
、
一
念
解
脱
を
発
起
し
た
鈍
根

の
青
道
心
で
厶
る
。
死
生
を
大
悟
し
、
即
心
即
仏
非
心
非
仏
に
到
ら
ん
こ
と

を
欲
し
な
が
ら
、
妄
想
尽
き
ず
、
見
透
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
浅
薄
な
、
一
尿
床

の
鬼
子
（
寝
小
便
垂
れ
小
僧
）
と
は
即
ち
こ
の
坊
主
が
こ
と
。
加
持
祈
祷
は

思
ひ
も
よ
り
申
さ
ぬ
」
と
受
け
つ
け
る
気
配
も
な
か
つ
た
。

　
病
人
は
日
毎
に
衰
へ
、
す
で
に
起
居
も
不
自
由
で
あ
つ
た
。
頻
り
に
故
里

の
土
を
恋
し
が
り
、
ま
た
人
々
を
な
つ
か
し
ん
だ
。
そ
の
音
声
も
日
を
経
る

ご
と
に
力
な
く
、
附
添
ひ
の
友
の
嘆
き
を
深
く
さ
せ
る
の
み
だ
つ
た
。
彼
は

執
拗
に
和
尚
の
祈
祷
を
懇
願
し
た
。
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「
定
命
は
こ
れ
定
命
で
厶
る
。
一
切
空
と
観
じ
、
雑
念
あ
つ
て
は
、
成
仏
な

り
申
さ
ぬ
ぞ
」

　
和
尚
の
答
へ
は
、
い
つ
も
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
だ
つ
た
。
傍
に
瀕
死
の
病

人
も
な
き
が
如
く
、
ひ
ね
も
す
禅
定
三
昧
で
あ
つ
た
。
そ
の
大
い
な
る
趺ふ
坐ざ

僧
の
姿
は
、 

山  
寨 

さ
ん
さ
い

を
構
へ
て
妖
術
を
使
ふ
蝦
蟇
の
や
う
に
物
々
し
く
取
澄

し
て
、
と
り
つ
く
島
も
な
い
思
ひ
を
さ
せ
た
。

　
さ
り
と
て
病
状
は
一
途
に
悪
化
を
辿
る
ば
か
り
で
、
人
力
の
施
す
術
も
見

え
な
い
の
で
、
附
添
ひ
の
男
は
、
暇
あ
る
た
び
に
、
坐
禅
三
昧
の
和
尚
の
膝

を
ゆ
さ
ぶ
つ
て
、
法
力
の
試
み
を
懇
請
す
る
ほ
か
に
智
慧
の
浮
か
ぶ
ゆ
と
り

は
な
か
つ
た
。
ゆ
さ
ぶ
る
膝
の
手
応
へ
は
太
根
を
張
つ
た
大
松
の
木
の
瘤
か

と
思
は
れ
る
ば
か
り
、
な
か
な
か
微
動
を
揺
り
だ
す
こ
と
も
絶
望
に
見
え
る
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有
様
で
あ
つ
た
。

「
生
者
は
必
滅
の
な
ら
ひ
。
執
着
し
て
、
徒
ら
に
往
生
の
素
懐
を
乱
さ
る
る

な
」

　
和
尚
は
俗
人
の
執
念
を
厭
悪
す
る
も
の
の
如
く
、
と
き
に
不
興
を
あ
ら
は

し
て
、
言
つ
た
。
さ
う
し
て
、
膝
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
も
、
半
眼
を
ひ
ら
か
う

と
す
ら
し
な
か
つ
た
。

　
然
し
、
和
尚
の
顔
色
も
、
病
者
の
悪
化
に
競
ひ
立
つ
て
、
日
に
日
に
光
沢

を
失
ひ
、
そ
の
逞
し
げ
な
全
身
に
、
な
ん
と
な
く
衰
へ
の
気
が
漂
つ
た
。

　
春
が
き
て
、
巡
業
の
一
行
が
再
び
草
庵
へ
戻
つ
た
と
き
、
す
で
に
病
人
は

臨
終
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
人
々
は
不
幸
な
友
の
枕
頭
に
凝
坐
し
て
、

悲
嘆
に
く
れ
た
が
、
も
と
よ
り
人
の
思
ひ
に
よ
つ
て
消
え
る
命
が
取
戻
せ
よ
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う
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
草
庵
の
裏
山
に
眺
望
ひ
ら
け
た
中
腹
の
平
地
を
探
し
も
と
め
て
、
涙
な
が

ら
に
友
の
な
き
が
ら
を
葬
つ
た
。
回
向
、
引
導
も
型
の
如
く
に
執
り
行
つ
た

が
、
和
尚
の
顔
色
は
益
々
勝
れ
ず
、
土
気
色
の
む
く
み
を
表
は
し
、
眉
間
の

憂
悶
は
隠
し
も
あ
へ
ず
、
全
身
衰
微
の
色
深
く
、
歩
く
足
に
も
力
失
せ
が
ち

な
有
様
が
た
だ
な
ら
な
か
つ
た
。

　
一
座
の
長
が
進
み
で
て
、
一
様
な
ら
ぬ
長
逗
留
の
不
始
末
を
詫
び
、
回
向

の
労
を
深
謝
し
た
と
き
、
和
尚
が
言
つ
た
。

「
さ
れ
ば
、
善
根
、
回
向
は
比
丘
の
つ
と
め
。
ま
し
て
こ
の
身
は
見
ら
れ
る

如
く
世
を
捨
て
た
沙
門
、
お
礼
の
こ
と
は
ひ
ら
に
要
り
申
さ
ぬ
。
た
だ
、
お

言
葉
ゆ
ゑ
、
所
望
い
た
し
て
よ
ろ
し
い
も
の
な
ら
、
な
に
と
ぞ
、
一
念
発
起
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の
心
根
を
あ
は
れ
み
、
塵
労
断
ち
が
た
い
鈍
根
の
青
道
心
に
劬いた
は
り
を
寄
せ

給
ひ
て
、
俗
世
の
風
が
解
脱
の
障
擬
と
な
ら
ぬ
や
う
、
な
る
べ
く
早
う
拙
僧

ひ
と
り
に
さ
せ
て
下
さ
れ
た
い
」

　
語
る
言
葉
に
も
力
な
く
息
苦
し
げ
で
あ
つ
た
。

　
人
々
は
俄
か
に
興
ざ
め
、
遺
品
な
ど
と
り
ま
と
め
る
に
も
心
せ
か
せ
て
、

い
と
ま
を
告
げ
た
が
、
そ
れ
を
待
つ
間
も
も
ど
か
し
げ
な
和
尚
の
様
子
に
、

ほ
と
ほ
と
厭
気
さ
す
ば
か
り
で
あ
つ
た
。

　
人
々
が
も
の
の
三
四
十
間
も
歩
い
た
こ
ろ
、
う
し
ろ
に
奇
異
な
大
音
響
が

湧
き
起
つ
た
。
低
く
全
山
の
地
肌
を
這
ひ
わ
た
る
幅
の
ひ
ろ
い
そ
の
音
響
を

耳
に
し
た
と
き
、
す
で
に
人
々
の
踏
む
足
は
自
ら
七
八
寸
あ
ま
り
宙
に
浮
き
、

丹
田
に
力
の
限
り
籠
め
て
み
て
も
、
音
の
自
然
に
消
え
絶
え
る
ま
で
、
再
び
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土
を
踏
む
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。

　
驚
い
て
、
草
庵
の
方
を
振
返
る
と
、
和
尚
は
柱
に
縋
り
つ
き
、
呼
吸
は
荒

々
し
く
そ
の
肩
を
ふ
る
は
せ
て
ゐ
た
。

　
再
び
大
音
響
を
耳
に
し
た
と
き
、
和
尚
の
法
衣
は
天
に
向
つ
て
駈
け
去
る

が
如
く
、
裾
は
高
々
と
空
間
に
張
り
ひ
ろ
が
り
、
人
々
の
足
は
自
然
に
踏
む

土
を
失
つ
て
、
再
び
宙
に
浮
い
て
ゐ
た
。

　
　 

庵  

寺 

あ
ん
で
ら

の
屁
つ
こ
き
坊
主
は
の

　
　
山
の
粉
雪
も
黄
色
に
そ
め

　
　
春
の
さ
か
り
に
紅
葉
も
さ
か
せ

　
　
お
な
い
ぶ
つ
に
尻けつ
向
け
て
罰ばち
当
り
と
は
面
妖
な
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仏
様
も
金
び
か
り
な
ら

　
　
　
　
　
目
出
度
い
　
目
出
度
い

　
あ
る
と
き
、
和
尚
に
依
頼
の
筋
が
あ
つ
て
、
草
庵
を
訪
ね
た
村
人
が
あ
つ

た
。

　
訪
ふ
ま
で
も
な
く
、
坐
禅
三
昧
の
和
尚
の
姿
が
、
ま
る
見
え
で
あ
つ
た
。

「
お
頼
み
申
し
ま
す
」

　
と
、
訪
客
は
和
尚
の
後
姿
に
向
つ
て
、
慎
し
み
深
く
訪
ひ
を
通
じ
た
。
趺

坐
の
和
尚
に
微
動
も
な
く
、
返
事
も
な
か
つ
た
。
四
た
び
、
五
た
び
、
訪
客

は
次
第
に
声
を
高
ら
か
に
し
て
、
同
じ
訪
ひ
を
繰
返
し
た
が
、
さ
な
が
ら
木

像
に
物
言
ふ
如
く
、
さ
ら
に
手
応
へ
の
気
配
が
な
か
つ
た
。
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さ
て
、
所
在
も
な
さ
に
見
廻
せ
ば
、
す
で
に
屋
根
は
傾
い
て
、
所
々
に
隙

間
を
つ
く
り
、
ま
た
大
空
の
の
ぞ
け
て
見
え
る
孔
も
あ
つ
た
。
雨
の
降
る
日

は
傘
さ
し
て
も
間
に
合
ふ
ま
い
と
思
ひ
や
ら
れ
る
の
も
こ
と
は
り
、
畳
は
す

で
に
苔
む
す
ば
か
り
の
有
様
で
あ
つ
た
。
長
虫
は
処
を
得
て
這
ひ
ま
は
り
、

ま
た
翅
虫
は
む
し
は
澱
み
を
幸
ひ
湧
き
む
ら
が
つ
て
、
人
の
棲
家
と
も
思
へ
な
か
つ

た
。
さ
て
は
和
尚
も
苔
む
し
た
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
逞
し
く
巨
大
な

姿
は
谷
底
に
崛
起
く
つ
き
す
る
岩
石
め
き
、
ま
る
ま
る
と
盛
り
あ
が
る
額
も
頬
も
、

垢
に
す
す
け
て
、
黒
々
と
岩
肌
の
光
沢
を
放
つ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。

　
訪
客
は
縁
先
に
に
ぢ
り
寄
つ
た
。

「
も
し
、
和
尚
さ
ま
」

　
首
を
突
き
入
れ
て
、
三
た
び
、
四
た
び
繰
返
し
た
が
、
声
の
通
じ
た
様
子
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も
な
か
つ
た
。

　
た
ま
り
か
ね
て
、
濡
縁
へ
片
膝
を
つ
き
、
這
ひ
こ
む
ば
か
り
の
姿
勢
と
な

つ
て
、
片
腕
を
延
し
て
和
尚
の
背
中
を
揺
ら
う
と
し
た
。

「
も
し
。
和
尚
さ
ま
」

　
矢
庭
に
彼
は
も
ん
ど
り
打
つ
て
、
土
の
上
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
そ

の
と
き
、
今
の
さ
つ
き
目
に
見
た
こ
と
が
、
如
何
様
に
工
夫
し
て
も
、
呑
み

こ
み
か
ね
る
有
様
で
あ
つ
た
。

　
後
向
き
の
姿
で
は
あ
る
が
、
不
興
げ
な
翳
が
顔
を
掠
め
て
走
つ
た
か
と
想

像
さ
れ
た
一
瞬
間
、
た
し
か
に
和
尚
の
姿
が
む
く
む
く
と
ふ
く
れ
て
、
部
屋

い
つ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
つ
た
の
を
認
め
た
筈
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
腰
骨
の
痛
み
も
打
忘
れ
て
、
訪
客
は
麓
を
さ
し
て
逃
げ
帰
つ
た
。
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あ
る
年
、
行
暮
れ
た
旅
人
が
、
破
れ
ほ
う
け
た
草
庵
を
認
め
て
立
入
り
、

旅
寝
の
夢
を
む
す
ん
だ
。

　
す
で
に
棲
む
人
の
姿
は
な
く
、
壁
は
落
ち
、
羽
目
板
は
外
れ
て
、
夜
風
は

身
に
泌し
み
て
吹
き
渡
り
、
床
の
隙
間
に
雑
草
が
の
び
て
、
風
吹
く
た
び
に
そ

の
首
を
ふ
つ
た
。

　
深
更
、
旅
人
は
ふ
と
わ
が
耳
を
疑
り
な
が
ら
、
目
を
覚
し
た
。
そ
の
居
る

場
所
に
す
ぐ
近
く
、
人
々
の
ざ
わ
め
き
の
声
が
す
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は

遠
く
ひ
ろ
び
ろ
と
笑
ひ
ど
よ
め
く
音
に
も
き
こ
え
、
ま
た
す
ぐ
近
く
あ
ま
た

の
人
が
声
を
殺
し
て
笑
ひ
さ
ざ
め
く
音
に
も
き
こ
え
た
。

　
旅
人
は
音
す
る
方
へ
に
ぢ
り
寄
つ
た
。
壁
の
孔
を
手
探
り
に
し
て
、
ひ
そ
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か
に
覗
い
た
。
さ
う
し
て
、
そ
こ
に
、
わ
が
眼
を
疑
る
光
景
を
見
た
。

　
そ
こ
は
広
大
な
伽
藍
で
あ
つ
た
。
ど
の
あ
た
り
か
ら
射
し
て
く
る
光
と
も

分
ら
な
い
が
、
幽
か
に
漂
ふ
明
る
さ
に
よ
つ
て
は
、
奥
の
深
さ
、
天
井
の
高

さ
が
、
ど
の
程
度
と
も
知
り
や
う
が
な
い
。
さ
て
、
広
大
な
伽
藍
い
つ
ぱ
い
、

無
数
の
小
坊
主
が
膝
つ
き
交
へ
て
蠢
い
て
ゐ
た
。
ひ
と
り
は
人
の
袖
を
ひ
き
、

ひ
と
り
は
わ
が
口
を
両
手
に
抑
へ
、
ひ
と
り
は
己
れ
の
頭
を
た
た
き
、
ま
た

ひ
と
り
は
脾
腹
を
抑
へ
百
態
の
限
り
を
つ
く
し
て
、
の
の
し
り
、
笑
ひ
さ
ざ

め
い
て
い
た
。

　
や
が
て
最
も
奥
手
の
方
に
、
ひ
と
り
の
小
坊
主
が
立
ち
上
つ
た
。
左
右
の

手
に
各
お
の
お
の小
枝
を
握
り
、
そ
の
両
肩
へ
小
枝
を
担
ふ
姿
勢
を
と
つ
て
、
両
肘
を

張
り
、
一
声
高
く
か
う
歌
つ
た
。
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「
花
も
な
く
て
」

　
歌
ひ
な
が
ら
、
へ
つ
ぴ
り
腰
も
面
白
く
、
飛
立
つ
や
う
に
身
も
軽
く
一
舞

ひ
し
た
。

「
あ
ら
羞
し
や
。
羞
し
や
」

　
小
坊
主
は
節
面
白
く
歌
ひ
た
て
て
、
両
手
の
小
枝
を
高
々
と
頭
上
に
捧
げ
、

き
り
〳
〵
と
舞
つ
た
。
と
、
舞
ひ
終
り
、
ひ
よ
い
と
尻
を
持
上
げ
て
、
一
足

ぽ
ん
と
蹴
り
な
が
ら
、
放
屁
を
も
ら
し
た
。

　
　
花
も
な
く
て

　
　
あ
ら
羞
し
や
。
羞
し
や

　
小
坊
主
は
、
舞
ひ
、
歌
ひ
、
放
屁
を
た
れ
、
こ
よ
な
く
悦
に
入
る
と
見
え

た
。
同
じ
歌
も
、
同
じ
舞
ひ
も
、
繰
返
す
た
び
に
調
子
づ
き
、
ま
た
屁
の
音

26閑山



も
活
気
を
帯
び
て
、
賑
や
か
に
速
度
を
は
や
め
た
。

　
放
屁
の
た
び
に
、
満
座
の
小
坊
主
は
ど
ッ
と
ば
か
り
に
ど
よ
め
い
た
。
手

を
う
つ
者
も
あ
り
、
鼻
を
つ
ま
む
者
も
あ
り
、
耳
に
蓋
す
る
者
も
あ
れ
ば
、

さ
て
は
矢
庭
に
か
た
へ
の
人
の
鼻
を
つ
ま
ん
で
捩
ぢ
あ
げ
る
者
も
あ
つ
た
。

の
の
し
り
、
わ
め
き
、
さ
て
、
あ
る
者
は
逆
立
ち
し
、
ま
た
あ
る
者
は
矢
庭

に
人
の
股
倉
を
く
ぐ
り
ぬ
け
れ
ば
、
ま
た
あ
る
者
は
あ
ほ
む
け
に
で
ん
ぐ
り

返
つ
て
、
両
足
を
ば
た
ば
た
振
つ
た
。

　
異
様
な
こ
と
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
そ
の
可
笑
し
さ
に
堪
へ
が
た
く
、
旅
人

は
透
見
の
自
分
も
打
忘
れ
て
、
思
は
ず
笑
声
を
も
ら
し
た
。

　
ど
よ
め
き
は
光
と
共
に
掻
消
え
、
あ
と
は
真
の
闇
ば
か
り
。
た
だ
自
ら
の

笑
声
の
み
妖
し
く
耳
に
た
つ
こ
と
を
知
つ
た
と
き
、
む
ん
ず
と
組
み
つ
い
た
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者
の
た
め
に
、
旅
人
は
す
ん
で
に
捩
ぢ
伏
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
必

死
の
力
で
ふ
り
ほ
ど
き
、
逃
れ
よ
う
と
焦
つ
て
み
た
が
、
絡
み
つ
く
者
は
更

に
倍
す
る
怪
力
で
あ
つ
た
。
精
根
つ
き
は
て
て
抵
抗
の
気
力
を
失
つ
た
と
き
、

組
み
し
か
れ
た
旅
人
は
、
毛
だ
ら
け
の
脚
が
肩
に
ま
た
が
り
、
そ
の
両
股
に

力
を
こ
め
て
、
首
を
し
め
つ
け
て
く
る
こ
と
を
知
つ
た
。

　
ふ
と
気
が
つ
け
ば
、
草
庵
の
外
に
横
た
は
り
、
露
を
受
け
、
早
朝
の
天
日

に
暴さら
さ
れ
て
ゐ
る
自
分
の
姿
を
見
出
し
た
。

　
村
人
が
寄
り
集
ひ
、
草
庵
を 

取  
毀 

と
り
こ
わ

し
た
と
こ
ろ
、
仏
壇
の
下
に
当
つ
た

縁
下
に
、
大
き
な
獣
骨
を
発
見
し
た
。
片
て
の
ひ
ら
の
白
骨
に
朱
の
花
の
字

が
し
み
つ
い
て
ゐ
た
。
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村
人
は
憐
ん
で
塚
を
立
て
、
周
囲
に
数
多
あ
ま
た
の
桜
樹
を
植
ゑ
た
。
こ
れ
を
花

塚
と
称
ん
だ
さ
う
だ
が
、
春
め
ぐ
り
桜
に
花
の
開
く
毎
に
、
塚
の
ま
は
り
の

山
々
の
み
は
嵐
を
よ
び
、
終
夜
悲
し
げ
に
風
声
が
叫
び
か
は
し
て
、
一
夜
に

花
を
散
ら
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
花
塚
が
ど
の
あ
た
り
や
ら
、
今

は
古
老
も
知
ら
な
い
さ
う
な
。
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