
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

︱
狸
の
描
写
︑
鵄
と
仏
教
に
着
目
し
て

︱

梅

田

昌

孝

は
じ
め
に

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
は
︑
一
般
に
︑
室
町
時
代
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
る
︒
室

町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
お
伽
草
子
﹂
と
総
称

さ
れ
る
作
品
群
に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
︒
渋
川
版
二
十
三
編
の
こ
と
を
指

し
て
﹁
御
伽
草
子
﹂
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
と
区
別
す
る

た
め
︑
室
町
時
代
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
物
語
群
の
総
称
と
し
て
︑

﹁
お
伽
草
子
﹂
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
は
︑
伝
本
が
多
く
存
在
す
る
︒
以
下
そ
れ
ら
を
列
挙

す
る
①
②

︒①
旧
堂
本
家
本
︵
現
︑
京
都
国
立
博
物
館
寄
託③
︶

②
細
川
家
永
青
文
庫
本

③
静
嘉
堂
本

⑤
金
比
羅
宮
本

⑥
東
京
国
立
博
物
館
本

⑦
国
会
本

⑧
大
阪
市
立
美
術
館
本

⑧
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
本

⑨
神
宮
徴
古
館
本

⑩
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
本④

⑪
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本

⑫
逸
翁
美
術
館
本

⑬
慶
応
大
・
奈
良
絵
本

⑭
慶
応
大
・
写
本

⑮
早
大
図
書
館
本

⑯
獣
太
平
記⑤

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

一
三



⑰
大
阪
青
山
短
期
大
学
本⑥

本
論
考
で
は
︑
こ
れ
ら
諸
伝
本
の
う
ち
︑
最
古
の
巻
本
と
さ
れ
る
旧
堂
本
家

本
を
底
本
と
し
て
用
い
︑
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
︒
旧
堂
本
家
本
は
︑
一
四

四
一
年
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
︑
最
も
古
態
を
と
ど
め
る
善
本
で
あ
る⑦
︒
こ
の

旧
堂
本
家
本
は
︑
従
来
冒
頭
部
を
欠
い
て
い
た
が
︑
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
の
紙
背

に
冒
頭
部
が
書
か
れ
た
も
の
が
発
見
さ
れ
︑
補
っ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た⑧
︒
詞
書
は
︑
上
巻
︑
後
崇
光
院
貞
成
親
王
︑
中
・
下
巻
は
青
蓮
院
入
道
親
王

と
さ
れ
て
い
る
︒
絵
の
方
は
︑
土
佐
派
の
作
と
見
ら
れ
て
い
る
が
︑
描
い
た
人

物
を
特
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い⑨
︒
以
上
の
こ
と
が
旧
堂
本
家
本
に
つ

い
て
分
か
っ
て
い
る
︒

本
論
考
で
は
︑
数
あ
る
お
伽
草
子
の
内
︑
成
立
年
代
と
書
写
者
が
分
か
っ
て

い
る
稀
有
な
作
品
で
あ
る
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
取
り
上
げ
︑
本
作
品
が
︑
当
時

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
以
下
︑

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
を
見
な
が
ら
︑
そ
の
問
題
点

を
挙
げ
て
い
く
︒序

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
研
究
史

本
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
は
︑
従
来
様
々
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
︒
網

野
善
彦
氏
は
︑
本
作
品
の
主
題
を
十
二
類
︵
京
の
公
卿
・
京
の
侍
︶
対
狸
勢

︵
田
舎
侍
︶
と
い
う
対
立
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
は
︑
十
五
世
紀
中
葉
の
貴
族
社
会
の
人
々
が
︑
中
世

都
市
と
し
て
成
熟
し
た
京
都
世
界
を
脅
か
し
つ
つ
あ
っ
た
︑﹁
田
舎
﹂

︱
諸
地
域
の
勢
力
や
﹁
土
民
﹂
﹁
悪
党
﹂
た
ち
の
動
き
を
︑
い
わ
ば
文

明
的
な
十
二
類
と
︑
野
性
的
な
狸
軍
の
合
戦
と
い
う
形
で
コ
ミ
カ
ル
に
と

ら
え
︑
自
ら
の
期
待
す
る
方
向
で
︑
十
二
類

︱
京
の
侍
た
ち
の
勝
利
に

終
わ
ら
せ
︑
そ
の
絵
と
詞
を
通
し
て
鳥
獣
尽
し
の
意
味
を
盛
り
込
も
う
と

し
た
作
品
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う⑩
︒

こ
の
よ
う
に
︑
網
野
氏
は
︑
下
剋
上
に
対
す
る
風
刺
の
物
語
と
し
て
﹃
十
二

類
絵
巻
﹄
を
と
ら
え
る
︒
小
峯
和
明
氏
に
も
こ
れ
と
同
様
︑
次
の
よ
う
な
指
摘

が
あ
る
︒中

世
後
期
の
公
家
が
土
一
揆
な
ど
の
頻
発
す
る
状
況
を
た
ぶ
ん
に
風
刺

す
る
た
め
に
製
作
し
た
絵
巻
と
思
わ
れ
︵
中
略
︶
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
物

語
そ
の
も
の
が
﹁
狸
の
京
上
が
り
﹂
と
い
う
︑
当
時
の
下
剋
上
の
風
潮
を

風
刺
し
︑
成
り
あ
が
り
を
揶
揄
し
た
ら
し
い
こ
と
わ
ざ
を
物
語
化
し
た
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う⑪
︒

小
峯
氏
も
網
野
氏
と
同
様
に
︑
土
一
揆
が
頻
発
す
る
社
会
状
況
の
風
刺
の
物
語

と
し
て
本
作
品
を
と
ら
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
は
︑
風
刺
の
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
︑
勝
俣
隆
氏
が
疑
義
を
呈
し
た
︒

勝
俣
氏
は
︑﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

一
四



個
人
的
に
は
︑﹁
狸
の
京
上
が
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
あ
っ
た
の

で
あ
り
︑
そ
の
具
現
化
の
た
め
に
こ
の
作
品
は
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
と
推
測
す
る
の
で
︑
敢
え
て
当
時
の
社
会
的
風
潮
へ
の
批
判
を

積
極
的
に
読
み
取
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒︵
中
略
︶

こ
の
作
品
は
単
純
に
言
え
ば
狸
を
主
人
公
に
し
た
言
葉
遊
び
の
戯
作
で
あ

ろ
う
︒
そ
れ
に
絵
が
加
わ
る
こ
と
で
︑
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
言
語
と
絵

画
の
複
合
し
た
知
的
遊
戯
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か⑫
︒

網
野
氏
や
小
峯
氏
が
社
会
状
況
へ
の
風
刺
と
し
て
︑﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
が
描

か
れ
た
︑
と
解
釈
し
た
こ
と
に
対
し
て
︑
勝
俣
氏
は
︑﹁
狸
を
主
人
公
と
し
た

言
葉
遊
び
の
戯
作
﹂
が
本
作
品
の
主
題
で
あ
り
︑
風
刺
は
︑
直
接
主
題
に
は
結

び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

稿
者
の
意
見
と
し
て
は
︑
勝
俣
氏
と
同
様
︑
風
刺
が
直
接
本
作
品
の
主
題
で

あ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
本
作
品
は
︑
狸
に
焦
点
を
あ

て
た
︑
狸
を
主
人
公
と
す
る
作
品
と
し
て
読
む
の
が
よ
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
︒
も
し
風
刺
が
直
接
作
品
の
主
題
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
次
の
よ
う
に
描
か
れ

る
狸
の
出
家
遁
世
の
場
面
が
説
明
で
き
な
い
︒

年
来
す
み
な
れ
し
︑
つ
か
穴
︑
所
領
と
憑
し
園
林
︑
み
な
妻
子
と
も
に
︑

ゆ
つ
り
て
︑
心
つ
よ
く
︑
煩
悩
の
家
を
出
︑
菩
提
道
に
入
け
れ
は
︑
妻
子

眷
属
も
︑
な
こ
り
を
︑
お
し
み
て
︑
な
く
〳
〵
︑
わ
か
れ
け
り
︑
い
と
あ

は
れ
に
な
む⑬

こ
れ
は
︑
狸
が
度
重
な
る
恥
辱
を
受
け
た
こ
と
か
ら
世
の
無
常
を
悟
り
︑
出

家
を
決
心
す
る
場
面
の
描
写
で
あ
る
が
︑﹁
い
と
あ
は
れ
に
な
む
﹂
と
い
う
語

が
挿
入
さ
れ
︑
語
り
手
が
狸
の
行
動
に
対
し
て
︑
評
価
を
述
べ
て
い
る
点
が
特

徴
で
あ
る
︒
こ
の
他
に
も
う
一
例
︑
語
り
手
が
狸
の
行
動
に
評
価
を
述
べ
て
い

る
部
分
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
次
の
遁
世
の
場
面
で
あ
る
︒
遁
世
場
面
で
は
︑
次

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
︒

彼
沙
門
家
郷
か
︑
俗
網
を
の
か
れ
て
︑
台
山
に
遊
し
時
︑
五
酔
を
除
却

し
︑
四
魔
を
降
伏
せ
し
に
も
︑
猶
そ
の
降
せ
さ
る
は
︑
た
ゝ
詩
魔
の
み
な

り
と
こ
そ
︑
源
順
は
︑
か
き
と
ゝ
め
侍
し
か
和
漢
こ
と
な
れ
と
も
︑
余
執

は
︑
お
な
し
こ
ゝ
ろ
に
こ
そ
と
︑
い
と
や
さ
し
く
も
︑
は
ん
へ
る
か
な⑭

こ
の
よ
う
に
︑
遁
世
の
部
分
で
は
︑
遁
世
を
果
た
し
た
狸
に
対
す
る
評
価
が
な

さ
れ
る
︒
詩
魔
だ
け
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
事
は
︑
家
郷
と
い
う
中
国
の
出
家

者
で
す
ら
︑
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
を
源
順
を
引
き
合
い
に

出
し
て
︑
感
心
な
事
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
︑
狸
に
同
情
を
寄
せ
る
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
︑
網
野
氏
や
小
峯
氏
が
指
摘
し
て
い
る
風
刺
と
い
う
解
釈
は
︑
作

品
の
主
題
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒

一
方
︑
勝
俣
氏
の
言
語
遊
戯
の
戯
作
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
︒

確
か
に
︑﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
は
言
葉
遊
び
が
数
多
く
描
か
れ
︑﹁
言
葉
遊
び
の

戯
作
﹂
と
し
て
の
面
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑﹁
言
葉
遊
び
の
戯
作
﹂

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

一
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は
︑
表
現
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
︑
当
時
の
読
者
が
本
作
品
を
読
ん

だ
う
ち
に
︑
何
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
主
題
に
関
し
て
の
説
明
に

は
な
っ
て
い
な
い
︒
勝
俣
氏
の
分
析
で
は
︑
作
品
全
体
の
分
析
で
は
な
く
︑
主

に
画
中
詞
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
作
品
全
体
か
ら
主

題
を
読
み
取
る
︑
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
は
︑
詞
書
で
場
面
の
概
要
が
示
さ
れ
た
後
︑
絵
と
画
中
詞

に
よ
っ
て
そ
の
場
面
の
詳
細
が
描
か
れ
る
と
い
う
構
成
を
も
っ
て
い
る
︒
よ
っ

て
︑
作
品
の
主
題
を
考
え
る
際
に
は
︑
詞
書
・
絵
・
画
中
詞
と
い
う
三
つ
の
要

素
を
︑
総
合
的
に
読
み
と
っ
た
内
に
︑
作
品
の
主
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
は
︑
風
刺
の
物
語
と
し
て
の
解
釈
︑

そ
し
て
言
葉
遊
び
の
戯
作
と
し
て
の
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
疑
問
が
残
る
︒
本
論
考
で
は
︑
こ
れ
ら
の
先
行
研

究
へ
の
批
判
か
ら
︑
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
︑
詞
書
・
絵
・
画
中
詞
と
い
う
三
つ

の
要
素
全
て
が
作
品
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
︑
総
合
的
に
分
析
し
て
︑

作
品
が
ど
う
読
ま
れ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一
章

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
分
析

第
一
節

物
語
の
主
人
公

ま
ず
は
︑
狸
が
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
︑

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
場
面
分
析
を
行
う
こ
と
で
︑
狸
が
主
人
公
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
と
思
う
︒
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
は
︑
詞
書
が
書
か
れ

て
︑
場
面
の
状
況
を
示
し
た
後
︑
絵
と
画
中
詞
が
そ
の
場
面
の
詳
細
を
描
く
と

い
う
構
成
を
も
つ
︒
場
面
分
析
は
︑
と
も
す
れ
ば
︑
読
者
の
恣
意
的
な
場
面
の

分
割
に
陥
り
が
ち
に
な
る
が
︑
絵
巻
と
い
う
形
態
は
︑
詞
書
・
絵
・
画
中
詞
と

い
う
明
確
な
場
面
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
か
ら
導
か
れ
る

場
面
は
︑
読
者
の
恣
意
的
な
分
割
で
は
な
く
︑
作
品
の
側
か
ら
提
示
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
︑
よ
り
客
観
的
な
場
面
分
析
が
可
能
で
あ
る
︒
場
面
は
以
下
の
よ
う

に
分
割
で
き
る
︒

歌
合①

鹿
・
狸
の
推
参
︒

②
十
二
類
の
歌
合
︒

③
歌
合
の
終
わ
り
︒
そ
の
後
の
宴
会
︒

④
狸
の
推
参
と
打
擲
︒

合
戦⑤

狸
︑
恥
を
雪
が
ん
と
軍
を
語
ら
う
︒

⑥
合
戦
︒
十
二
類
の
先
制
︒
狸
の
敗
走
︒

⑦
鵄
︑
狸
に
再
戦
を
促
す
︒

⑧
戦
士
再
結
集
︒
夜
討
の
成
功
︒
太
郎
坊
へ
の
要
害
︒

⑨
十
二
類
の
逆
襲
︒
狸
︑
再
び
敗
走
︒

⑩
狸
︑
鬼
に
化
け
る
が
︑
犬
に
吠
え
ら
れ
失
敗
︒
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出
家
遁
世

⑪
狸
の
出
家
︒

⑫
狸
の
腹
鼓
と
踊
念
仏
︒

⑬
出
家
遁
世
し
︑
京
上
り
の
本
意
を
遂
げ
る
狸
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
詞
書
と
絵
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
分
割
す

る
と
︑
以
上
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
︑
全
体
の
構
成
は
︑
歌

合
・
合
戦
・
出
家
遁
世
と
な
る
︒
こ
の
構
成
の
中
で
歌
合
の
部
分
は
︑
主
に
十

二
類
と
鹿
が
中
心
と
な
っ
て
描
か
れ
る
が
︑
合
戦
場
面
以
降
︑
合
戦
と
出
家
遁

世
の
場
面
で
は
︑
狸
が
中
心
に
据
え
て
描
か
れ
る
︒
前
の
①
か
ら
⑫
ま
で
の
場

面
分
割
で
も
︑
⑤
の
狸
が
軍
を
語
ら
う
場
面
か
ら
は
︑
狸
が
恥
を
雪
が
ん
た
め

に
合
戦
を
仕
掛
け
た
︑
と
い
う
趣
旨
の
下
で
︑
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
大
枠
の
場
面
分
析
で
は
︑
歌
合
・
合
戦
・
出

家
遁
世
と
い
う
場
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
物
語
の
半
分
以
上
の

分
量
を
割
い
て
︑
狸
の
合
戦
と
出
家
遁
世
ま
で
の
流
れ
が
描
か
れ
る
の
が
﹃
十

二
類
絵
巻
﹄
の
場
面
構
成
上
の
特
徴
で
あ
る
︒

多
く
の
分
量
を
割
い
て
描
写
さ
れ
る
場
面
は
物
語
の
中
心
を
為
す
部
分
で
あ

る
︒﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
お
い
て
は
︑
合
戦
・
出
家
遁
世
の
場
面
で
あ
る
が
︑

そ
こ
に
お
い
て
︑
狸
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹃
十
二
類
絵

巻
﹄
は
狸
を
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︑
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
二
節

弱
者
と
し
て
描
か
れ
る
狸

本
節
で
は
︑
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
る
狸
が
︑
作
中
で
ど
の
よ
う
に
描
写
さ

れ
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
事
を
確
認
し
︑
作
品
の
主
題
に
迫
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と

す
る
︒

ま
ず
︑
場
面
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
狸
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
狸
は
︑
歌
合

の
場
面
で
推
参
し
︑
打
擲
を
受
け
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
恥
を
雪
が
ん
と
合
戦
を

し
か
け
る
の
で
あ
る
が
︑
結
局
大
敗
を
喫
し
て
し
ま
う
︒
本
文
中
で
は
︑
狸
は

こ
れ
ら
の
敗
退
を
︑﹁
二
度
の
恥
辱
を
︑
せ
む
か
た
な
く
こ
そ
思
け
れ⑮
﹂
と
二

度
も
恥
を
受
け
た
と
し
て
大
変
悔
し
が
る
︒
そ
し
て
何
と
か
雪
辱
を
果
た
そ
う

と
鬼
の
姿
に
化
け
る
の
で
あ
る
が
︑
竜
は
お
ろ
か
︑
犬
に
ま
で
正
体
を
見
破
ら

れ
︑﹁
こ
の
企
て
も
︑
む
な
し
く
︑
と
と
ま⑯
﹂
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
各
場

面
に
お
い
て
︑
狸
は
︑
歌
合
で
の
打
擲
で
恥
を
受
け
︑
合
戦
の
敗
退
で
も
恥
を

受
け
︑
化
け
て
雪
辱
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
失
敗
す
る
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
企

て
を
悉
く
失
敗
す
る
弱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
作
中
で
︑
狸
の
描
写
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
︒
最

初
に
︑
十
二
類
か
ら
の
狸
に
対
す
る
評
価
が
描
写
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
︒
前
節

の
場
面
分
析
の
①
鹿
と
狸
の
推
参
の
場
面
に
お
い
て
︑
絵
の
方
に
目
を
や
っ
て

み
る
と
︑
狸
が
刀
を
右
側
に
差
し
て
推
参
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
事

が
確
認
で
き
る
︵
図
一
資
料
参
照⑰
︶︒
刀
は
︑
通
常
左
側
に
差
す
も
の
で
あ
り
︑

狸
は
そ
う
い
う
刀
の
差
し
方
す
ら
も
わ
き
ま
え
な
い
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

﹃
十
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類
絵
巻
﹄
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﹃
保
元
物
語
﹄
﹁
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事
幵
ビ
ニ
最
後
ノ
事
﹂
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
︒

其
島
ノ
人
ノ
形
チ
︑
長
ケ
一
条
余
ナ
ル
ガ
︑
皆
大
童
也
︒
刀
ヲ
バ
右
ノ

脇
ニ
ゾ
指
シ
タ
リ
ケ
ル
︒
云
事
︑
互
ニ
聞
知
ズ
︵
中
略
︶
其
島
ノ
住
人
等
︑

鬼
ガ
末
ニ
テ
︑
長
ハ
一
丈
余
リ
ニ
テ
︑
皆
童
也
︒
刀
ハ
右
ノ
脇
ニ
サ
イ
テ
︑

何
事
モ
人
ニ
ハ
違
ヘ
リ⑱
︒

こ
れ
は
︑
為
朝
が
保
元
の
乱
に
負
け
て
︑
伊
豆
の
大
島
に
流
さ
れ
た
際
︑
そ

の
島
の
住
人
と
出
会
い
︑
島
の
住
人
を
制
圧
し
て
し
ま
う
︑
と
い
う
内
容
の
物

語
の
一
部
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
中
で
は
︑
島
の
住
民
は
︑
自
分
た
ち
を
昔
は
鬼

で
あ
っ
た
と
名
乗
る
が
︑
そ
の
容
貌
は
︑
全
く
鬼
と
は
似
つ
か
な
い
者
で
あ
っ

た
︒
為
朝
一
行
は
島
の
住
人
の
こ
と
を
﹁
ゲ
ニ
モ
︑
タ
ケ
高
ク
︑
ツ
ラ
長
シ
テ

大
也
︒
鬼
島
ト
ハ
不
㆑

可
㆑

云
﹂
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
鬼
と
は
似
て
も
似
つ
か
な

か
っ
た
島
民
は
︑
刀
を
右
に
指
す
者
た
ち
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
人
と
は
違
う
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

他
に
狸
に
関
す
る
描
写
を
探
す
と
︑
⑨
十
二
類
の
逆
襲
の
場
面
に
お
い
て
︑

画
中
詞
の
鶏
の
言
葉
に
﹁
京
上
も
せ
ぬ
︑
た
ぬ
き
太
郎⑲
﹂
馬
の
言
葉
に
﹁
ゐ
中

武
者
の
こ
と
は
か
な⑳
﹂﹁
凡
下
の
た
ぬ
き㉑

﹂
と
い
う
よ
う
な
描
写
が
み
ら
れ
る
︒

狸
が
田
舎
武
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
︒
し
か
し
︑
刀
を
右
に
差
し
て
推
参
し
た
︑
と
い
う
絵
に
は
︑
田
舎
武

者
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
以
上
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒﹃
保
元
物
語
﹄

の
例
に
よ
れ
ば
︑
右
に
刀
を
指
す
こ
と
は
︑
常
識
的
に
は
行
わ
れ
な
い
格
好
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
︑
田
舎
武
者
で
あ
っ
て
も
︑
刀
を
右
に
差
し
て

推
参
す
る
こ
と
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
作
中
で
も
︑
狸
軍
の
兵
士
達
は
︑
刀

を
左
に
差
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
狸
は
︑
そ
う
い
う
常
識
的
な
事
す

ら
も
わ
き
ま
え
な
い
者
︑
他
の
武
士
よ
り
も
低
位
の
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

狸
に
対
す
る
描
写
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
と
思
う
︒
④
狸
の
推
参

と
打
擲
の
場
面
で
︑
狸
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
︑
歌
合
の
判
者
に
な
ろ
う
と
す

る
︒

御
辺
た
ち
は
︑
わ
つ
か
に
一
時
を
こ
そ
︑
ま
も
り
給
へ
︑
又
前
の
判
者

も
︑
一
月
に
十
日
を
こ
そ
つ
か
さ
と
る
と
︑
な
の
り
し
か
︑
我
は
︑
ふ
た

月
を
領
し
侍
り
そ
の
ゆ
へ
は
︑
た
ち
ぬ
る
月
の
︑
た
は
い
か
に
︑
ぬ
は
い

か
に
︑
き
は
い
か
に
︑
み
く
る
し
け
に
︑
さ
う
そ
と
よ㉒

鹿
が
判
者
と
な
る
際
︑
自
分
の
名
が
一
月
の
内
に
﹁
二
日
︵
ふ
つ
か
︶
﹂﹁
三

日
︵
み
っ
か
︶﹂
の
﹁
か
︵
鹿
︶﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
︑

正
当
性
を
述
べ
た
こ
と
を
ま
ね
て
︑
狸
も
﹁
た
ち
ぬ
る
月
︵
た
ち
ぬ
る
つ
き
︶﹂

と
い
う
語
を
根
拠
に
挙
げ
た
︒
し
か
し
︑
狸
の
主
張
の
正
当
性
は
認
め
ら
れ
ず
︑

打
擲
さ
れ
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
主
張
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ

る
こ
と
な
く
︑
打
擲
の
恥
辱
を
受
け
る
の
が
︑
狸
な
の
で
あ
る
︒

⑥
の
合
戦
・
十
二
類
の
先
制
・
狸
の
敗
走
の
場
面
で
は
︑
狸
が
合
戦
を
し
か

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

一
八



け
よ
う
と
し
て
い
る
事
を
伝
え
聞
い
た
十
二
類
が
︑
狸
の
事
を
﹁
や
す
か
ら
ぬ

事
な
り
︑
狸
ほ
と
の
奴
を
︑
敵
に
う
け
て
︑
よ
せ
ら
れ
た
ら
ん
は
︑
い
う
か
ひ

な
し㉓

﹂
と
評
す
る
︒
狸
が
語
ら
っ
た
軍
に
よ
っ
て
不
利
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ

る
こ
と
を
み
っ
と
も
な
い
と
い
う
︒
狸
が
と
る
に
足
ら
な
い
者
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
狸
は
と
る
に
足
ら
な
い
下
位
の
田
舎
武
者
と
し
て
︑
十
二
類

に
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
る
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
⑥
合
戦
・
十
二
類
の
先
制
・
狸
の
敗
走
︒
の
場
面
で
︑
狸
軍
夜
討
の

情
報
を
得
た
十
二
類
軍
が
狸
軍
を
攻
め
に
や
っ
て
く
る
く
だ
り
に
︑
次
の
よ
う

な
描
写
が
あ
る
︒

狸
︑
思
の
外
の
︑
心
ち
し
て
︑
あ
は
て
さ
は
き
け
れ
と
も
︑
語
ふ
所
の

輩
︑
さ
す
か
に
︑
恥
あ
る
兵
な
れ
は
︑
す
こ
し
も
さ
は
か
す㉔

攻
め
て
く
る
十
二
類
軍
に
︑
狸
は
慌
て
騒
ぐ
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
狸
軍
の
兵

た
ち
は
騒
が
ず
に
対
応
を
す
る
︒
狸
と
他
の
兵
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
︒

他
の
兵
が
騒
が
ず
堂
々
と
対
応
す
る
の
に
対
し
︑
狸
は
慌
て
騒
ぐ
小
心
者
で
あ

る
︒
軍
の
大
将
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
不
測
の
事
態
に
慌
て
騒
ぐ
の
が
狸
で

あ
り
︑
こ
の
姿
は
何
と
も
滑
稽
で
あ
る
︒
武
士
と
し
て
の
対
応
は
︑
狸
軍
の
兵

士
達
が
と
っ
た
よ
う
な
︑
慌
て
さ
わ
が
ず
戦
に
臨
む
こ
と
で
あ
り
︑
狸
は
そ
の

よ
う
な
常
識
的
な
事
す
ら
も
ま
と
も
に
行
え
な
い
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

狸
軍
兵
士
達
を
一
般
的
な
田
舎
武
者
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
狸
は
︑
そ
れ
ら
の
田

舎
武
者
の
中
で
も
︑
取
る
に
足
ら
な
い
弱
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
二
章

仏
教
と
い
う
枠
組
み

第
一
節

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
お
け
る
鵄

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
冒
頭
は
︑
次
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

夫
諸
佛
菩
薩
の
本
誓
平
等
な
り
と
い
へ
と
も
︑
像
法
転
時
の
利
益
こ
と

に
す
く
れ
ま
し
ま
す
は
︑
薬
師
の
悲
願
な
る
べ
し
︑
衆
病
悉
除
身
心
安
楽

の
ち
か
ひ
︑
速
証
無
上
正
等
菩
提
の
文
︑
現
当
共
に
た
の
も
し
く
こ
そ
侍

れ
さ
れ
は
釈
迦
如
来
は
彫
刻
し
て
療
病
院
の
本
尊
と
し
︑
伝
教
大
師
は
造

立
し
て
天
台
山
の
人
法
を
ひ
ろ
め
給
へ
り

し
か
の
み
な
ら
す
︑
天
武
天
皇
は
伽
藍
を
立
て
ゝ
宝
祚
を
た
も
ち
た
ま
ひ
︑

道
昌
僧
都
は
霊
像
を
む
か
へ
て
法
験
を
あ
ら
は
す
︑
参
詣
帰
依
の
人
は
身

の
う
へ
の
厄
難
を
は
ら
ひ
︑
恭
敬
供
養
の
た
く
ひ
は
心
中
の
願
望
を
み
つ
︑

十
二
大
願
偏
に
衆
生
の
為
な
れ
は
︑
十
二
神
将
も
み
な
我
等
を
ま
も
り
給
︑

か
た
し
け
な
し
と
申
も
お
ろ
か
な
り㉕

と
︑
仏
教
の
由
来
と
薬
師
十
二
神
将
の
利
益
が
説
か
れ
る
︒
冒
頭
に
こ
の
よ
う

な
記
述
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
本
作
品
は
︑
仏
教
の
思
想
が
背
景
に
あ

る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

小
峯
氏
は
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
が
仏
教
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
︑
画
中
詞
の
分
析
か
ら
指
摘
さ
れ
た
︒
小
峯
氏
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

一
九



そ
れ
に
し
て
も
︑
た
か
が
古
鵄
が
殺
さ
れ
る
場
面
に
し
て
は
異
様
な
ほ

ど
長
い
せ
り
ふ
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
鵄
の
最
後
の
こ
と
ば
が
重
視
さ

れ
る
の
か
︒
ひ
と
つ
に
は
天
狗
と
の
か
か
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
︒︵
中
略
︶

こ
の
物
語
の
深
層
に
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
二
十
第
十
一
話
に
類
す
る
︑

龍
と
天
狗
の
対
決
が
し
か
け
ら
れ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
︒
太
郎
坊
は
中

巻
末
尾
の
詞
書
に
︑
狸
が
鵄
の
仲
介
で
愛
宕
山
の
要
害
を
頼
る
場
面
に
登

場
す
る
が
︑
画
面
に
は
出
て
こ
な
い
︒
し
か
し
︑
物
語
の
深
層
に
は
異
類

の
総
帥
た
る
龍
と
天
狗
の
対
決
︵
仏
法
の
守
護
者
と
反
逆
者
な
ど
の
対

比
︶
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
古
鵄
を
め
ぐ
る
画
中
詞
は
そ
の
よ
う
な
物
語

の
構
造
を
あ
ぶ
り
出
す㉖

︒

こ
の
よ
う
に
︑
小
峯
氏
は
︑
画
中
詞
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
物
語
の
深
層
に
龍

と
天
狗
︑
つ
ま
り
仏
教
と
そ
の
反
逆
者
と
の
対
立
構
造
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た
︒
小
峯
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑
画
中
詞
か
ら
仏
教
と
そ
れ
に
反

す
る
も
の
の
対
立
構
造
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
は
納
得
で
あ
る
︒
本
章
で
は
︑

こ
の
指
摘
を
受
け
︑
当
時
︑
鵄
・
天
狗
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
︑

と
い
う
事
を
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
詞
書
︑
そ
し
て
そ
の
他
の
作
品
か
ら
の
用
例

を
挙
げ
る
こ
と
で
考
証
し
て
い
く
︒

詞
書
に
見
ら
れ
る
鵄
に
関
す
る
描
写
は
以
下
で
あ
る
︒

�
愛
宕
護
の
山
の
古
鵄
︵
狸
が
軍
を
語
ら
う
場
面㉗

︶

�
一
方
に
憑
つ
る
鵄
は
天
狗
〳
〵
し
き
者
に
て
︑
か
え
り
ち
う
し
て
︑
飛

う
せ
ぬ
︵
合
戦
の
場
面㉘

︶

�
其
後
︑
太
郎
房
に
案
内
ま
う
し
て
︑
あ
た
こ
の
嶺
に
引
あ
か
り
︑
く
つ

れ
坂
ほ
り
き
り
て
︑
た
て
こ
も
り
な
は
︑
十
二
類
の
人
〻
も
い
か
て
か
︑

た
や
す
く
落
へ
き
︵
鵄
が
再
戦
を
促
す
場
面
︒
鵄
の
台
詞㉙

︶

こ
の
よ
う
に
︑
詞
書
で
も
︑﹁
愛
宕
護
山
﹂
﹁
天
狗
﹂﹁
太
郎
房
﹂
と
い
っ
た

描
写
が
見
ら
れ
鵄
と
天
狗
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹃
十
二
類
絵
巻
﹄

に
お
い
て
︑
鵄
は
︑
天
狗
の
眷
属
＝
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

第
二
節

鎌
倉
・
室
町
期
の
天
狗
観

天
狗
が
仏
教
へ
の
反
逆
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
従
来
か
ら
指
摘
が
あ

り
︑
森
正
人
氏
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
中
の
天
狗
に
は
︑
反
仏
法
的
性
格
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

今
昔
物
語
集
に
描
か
れ
る
天
狗
は
き
わ
め
て
鮮
明
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

彼
ら
は
魔
縁
と
か
魔
界
と
か
呼
ば
れ
て
︑
仏
法
に
障
碍
を
な
す
も
の
と
し

て
登
場
す
る
︒
反
仏
法
的
存
在
︑
こ
れ
が
天
狗
な
る
も
の
に
与
え
ら
れ
た

最
も
基
本
的
な
性
格
で
あ
ろ
う㉚

︒

森
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
天
狗
は
反
仏
法
的
存
在
と

し
て
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
稿
者
も
こ
れ
に
納
得
で
あ
る
︒

本
節
で
は
︑
森
氏
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
︑

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題
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〇



﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
が
読
ま
れ
た
当
時
の
天
狗
に
も
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
い
う
性

格
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
︒
具
体
的
に
は
︑﹃
天
狗
草
紙
﹄﹃
是
害

坊
絵
﹄﹃
秋
夜
長
物
語
﹄﹃
看
聞
日
記
﹄
か
ら
︑
当
時
の
天
狗
観
が
ど
の
よ
う
で

あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
行
く
こ
と
に
す
る㉛

︒

ま
ず
﹃
天
狗
草
紙
﹄
か
ら
見
て
い
く
︒﹃
天
狗
草
紙
﹄
は
︑
仏
教
界
が
乱
れ

る
様
子
を
︑
天
狗
に
仮
託
し
て
風
刺
し
た
絵
巻
で
あ
る㉜

︒
こ
の
作
品
の
中
で
天

狗
は
︑
次
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
︒

如
此
︑
天
狗
︑
処
々
道
場
に
い
た
り
て
︑
異
曲
を
わ
か
し
︑
凶
害
を
な

す
︒
こ
れ
に
よ
り
て
︑
人
多
邪
見
に
住
し
て
︑
愚
儀
を
も
は
ら
に
す㉝

天
狗
に
よ
る
偽
の
功
徳
に
よ
っ
て
︑
人
々
が
騙
さ
れ
て
い
く
様
子
で
あ
る
︒
こ

れ
を
天
狗
の
﹁
凶
害
﹂
と
し
て
い
る
︒
仏
教
の
乱
れ
を
︑
天
狗
の
の
さ
ば
る
姿

を
通
じ
て
描
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
仏
教
が
乱
れ
る
＝
天
狗
が
の
さ
ば
る
︑
と

い
う
構
図
が
あ
る
︒
仏
教
に
反
す
る
も
の
と
し
て
︑
天
狗
が
認
識
さ
れ
て
い
た
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

次
に
﹃
是
害
坊
絵
﹄︒﹃
是
害
坊
絵
﹄
の
内
容
は
︑
唐
の
大
天
狗
是
害
坊
が
︑

日
本
の
仏
教
妨
害
を
企
て
来
日
す
る
が
︑
結
局
失
敗
に
終
わ
り
︑
湯
治
を
し
て

帰
国
す
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
本
文
に
は
是
害
坊
が
日
本
を
訪
れ
る
場
面

に
お
い
て
︑
本
文
で
は
︑
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
︒

日
本
ハ
小
國
辺
卑
ノ
境
ナ
レ
ト
モ
︑
仏
法
東
漸
ノ
國
ナ
レ
ハ
︑
日
本
定

メ
テ
︑
有
知
有
行
之
僧
モ
ア
ル
ラ
ン
︑
且
ハ
行
徳
ヲ
モ
推
計
︑
且
ハ
出
離

ヲ
モ
︑
サ
マ
タ
ケ
ン
ト
テ
︑
来
レ
ル
也㉞

日
本
は
小
国
で
辺
鄙
な
国
で
あ
る
が
︑
仏
教
の
国
で
あ
る
の
で
︑
徳
の
あ
る

僧
も
い
る
で
あ
ろ
う
︑
と
日
本
の
仏
教
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
来
日
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒
仏
教
の
妨
害
を
す
る
と
い
う
天
狗
像
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
で
は
︑
比
叡
山
の
桂
海
と
い
う
僧
と
︑
三
井
寺
の

梅
若
と
い
う
児
が
恋
に
落
ち
る
が
︑
梅
若
が
比
叡
山
に
向
か
う
際
に
天
狗
に
さ

ら
わ
れ
る
︒
梅
若
の
失
踪
に
衝
撃
を
受
け
た
三
井
寺
と
比
叡
山
の
間
に
戦
が
起

こ
り
︑
そ
れ
に
責
任
を
感
じ
た
梅
若
が
自
殺
︒
梅
若
の
死
を
知
り
無
常
を
感
じ

た
桂
海
が
発
心
す
る
︑
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
お
伽
草
子
の
宗
教
小
説
の
内
の

稚
児
物
に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ
る㉟

︒
こ
の
作
品
中
で
の
天
狗
の
描
写
は
次
の

よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
︒

座
上
の
天
狗
︑
何
と
読
た
り
け
る
そ
と
︑
問
け
れ
は

う
か
り
け
る
︑
は
ち
三
井
寺
の
︑
あ
り
さ
ま
や
︑
戒
つ
く
り
て
は
ね
を

の
み
そ
な
く

と
読
て
候
也
と
︑
か
た
れ
は
︑
座
中
の
天
狗
共
︑
え
つ
ほ
に
入
て
そ
わ

ら
ひ
け
る㊱

こ
れ
は
︑
梅
若
が
さ
ら
わ
れ
た
事
に
よ
っ
て
︑
山
門
と
寺
門
の
対
立
が
起
こ

り
︑
気
分
が
良
く
な
っ
て
い
る
天
狗
た
ち
の
中
で
︑
一
人
の
天
狗
が
歌
を
詠
む

場
面
で
あ
る
︒
天
狗
は
︑
三
井
寺
に
つ
い
て
︑
戒
律
を
作
る
の
は
い
い
が
︑
そ

れ
は
形
式
だ
け
の
事
で
あ
り
︑
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
機
能
し
て
い
な
い
︑
と

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

二
一



い
う
歌
を
詠
み
︑
そ
れ
を
笑
う
︒
仏
教
が
弱
っ
て
い
る
様
を
笑
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
天
狗
は
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
︒
で
は
︑
実
生
活
の
中
で
︑
天
狗
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
看
聞
日
記
﹄
の
中
に
︑
天
狗
に
関
す
る
記
事
が
散
見

さ
れ
る
の
で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
が
読
ま
れ
た
当
時
の
天
狗
観
を
見
て
い
く
︒

﹃
看
聞
日
記
﹄
は
︑
本
作
品
の
書
写
者
と
さ
れ
る
後
崇
光
院
貞
成
親
王
の
日

記
で
あ
り
︑
こ
こ
に
見
ら
れ
る
天
狗
観
は
︑
作
品
の
読
解
に
資
す
る
も
の
と
し

て
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
︒﹃
看
聞
日
記
﹄
に
見
ら
れ
る
天
狗
の
記
事
は
以
下

で
あ
る
︒九

日
大
塔
上
ニ

喝
食
二
三
人
・
女
房
等
徘
徊
︑
入
夜
蝋
燭
二
卅
廷
ハ
カ

リ
ト
ホ
シ
テ
見
ヘ
ケ
リ
︑
不
経
幾
程
炎
上
云
々
︑
天
狗
所
行
歟
云
々
︵
応

永
二
十
三
年
正
月
九
日㊲

︶

こ
の
記
事
で
は
︑
大
塔
の
上
に
︑
喝
食
と
女
房
が
二
三
人
徘
徊
し
て
い
る
の

が
見
え
た
が
︑
夜
に
な
っ
て
︑
蝋
燭
を
二
三
十
と
も
し
て
い
る
︑
す
る
と
︑
ほ

ど
な
く
し
て
︑
大
塔
が
燃
え
始
め
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
指
し

て
︑
天
狗
の
せ
い
で
は
な
い
か
︑
と
推
測
し
て
い
る
︒
天
狗
の
仕
業
に
よ
っ
て
︑

大
塔
に
火
が
放
た
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
︒

次
の
記
事
も
︑
火
を
放
っ
た
天
狗
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

自
暁
至
夜
大
風
吹
︑
如
辻
風
︑
其
時
分
押
小
路
東
洞
院
焼
亡
︑
比
丘
尼

庵
一
宇
炎
上
云
々
聞
︑
愛
多
護
山
火
打
三
粉
失
︑
天
狗
取
歟
︵
永
享
八
年

三
月
六
日㊳

︶

押
小
路
通
東
洞
院
の
比
丘
尼
庵
が
焼
け
落
ち
た
︒
そ
の
時
︑
愛
宕
山
で
は
火
打

ち
を
三
つ
紛
失
し
て
い
た
と
い
う
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
東
洞
院
の
火
事
は
︑
天

狗
の
仕
業
な
の
で
は
な
い
か
︑
と
推
測
す
る
︒
こ
こ
で
も
︑
火
事
が
天
狗
の
仕

業
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒

行
蔵
庵
小
喝
食
庵
ニ

火
を

付
︵
中
略
︶
喝
食
申
︑
小
童
二
三
人
来
︑
可

付
火
之
由
申
間
︑
無
何
心
付
了
︑
軈
童
同
河
中
ヘ

入
云
々
︑
道
之
間
板
敷

之
上
如
歩
行
之
由
申
︑
惘
然
之
体
也
︑
天
狗
所
為
歟
︵
永
享
八
年
三
月
廿

三
日㊴

︶

行
蔵
庵
に
小
喝
食
が
火
を
つ
け
た
︒
し
か
し
︑
小
喝
食
が
言
う
に
は
︑
小
童

が
二
三
人
来
て
︑
火
を
つ
け
る
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
︒
す
る
と
何
と
も
思
わ

ず
︑
火
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
の
だ
︒
小
童
は
し
ば
ら
く
し
て
河
に
入

っ
て
行
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
こ
と
を
︑
天
狗
の
仕
業
で
は
な
い
か
︑
と
推
測
し

て
い
る
︒
こ
こ
で
も
︑
僧
庵
に
火
が
放
た
れ
た
こ
と
と
︑
天
狗
の
仕
業
と
が
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
実
生
活
に
お
け
る
天
狗
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
火
を
放
つ

害
を
な
す
天
狗
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

天
狗
と
火
の
害
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
︑
説
話
・

物
語
に
お
け
る
天
狗
像
と
は
い
さ
さ
か
乖
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か

し
︑
注
目
し
た
い
の
は
︑
天
狗
が
火
を
つ
け
た
︑
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
大
塔

﹃
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や
僧
庵
な
ど
︑
す
べ
て
仏
教
関
連
の
建
造
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
天
狗
が

狙
う
の
は
や
は
り
︑
仏
教
に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
実
生
活
・
虚
構
問
わ
ず
︑
天
狗
は
仏
教
に
対
す
る
害
を
な
す

も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

結
章

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

本
章
で
は
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
狸
の
認
識
と
︑
仏
教
の
枠
組
み
に
よ
っ
て

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑﹃
十
二
類
絵

巻
﹄
の
主
題
が
何
な
の
か
︑
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
す
る
︒

第
二
章
で
は
︑
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
が
仏
教
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
作

品
で
あ
り
︑
鵄
の
後
ろ
盾
に
は
天
狗
が
い
る
︑
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
天

狗
認
識
を
確
認
し
た
︒
当
時
の
天
狗
認
識
は
︑﹃
天
狗
草
紙
﹄﹃
是
害
坊
絵
﹄
と

い
っ
た
絵
巻
︑
﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
︑
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
し

て
描
か
れ
て
お
り
︑
﹃
看
聞
日
記
﹄
の
中
で
も
︑
仏
教
へ
の
反
逆
を
示
す
存
在

と
し
て
︑
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
虚
構
︑
実
生
活
問
わ
ず
仏
教
へ
の
反

逆
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
見
ら
れ
る
狸
と
鵄
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

狸
に
つ
い
て

①
狸
は
田
舎
武
者
の
中
で
も
さ
ら
に
常
識
が
な
い
者
・
と
る
に
た
ら
な
い

者
と
し
て
他
の
動
物
に
比
し
て
低
く
描
か
れ
る
︒

②
狸
は
出
家
し
京
上
が
り
の
本
意
を
と
げ
る
︒

③
遁
世
し
︑
静
か
な
生
活
を
手
に
入
れ
︑
詩
作
に
ふ
け
る
と
い
う
優
美
な

生
活
を
送
る
︒

狸
は
失
敗
す
る
︑
取
る
に
足
り
な
い
弱
者
と
し
て
描
か
れ
る
︒
歌
合
で
追
い

出
さ
れ
︑
合
戦
で
度
重
な
る
敗
退
を
し
︑
変
身
を
見
破
ら
れ
成
功
す
る
こ
と
の

な
い
哀
れ
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
︒

鵄
に
つ
い
て

①
鵄
は
天
狗
と
結
び
つ
き
︑
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
し
て
描
か
れ
る
︒

②
鵄
は
殺
さ
れ
︑
阿
弥
陀
仏
に
救
済
を
求
め
る
︒

鵄
は
︑
天
狗
の
眷
族
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
合
戦
を
す
る
に
あ
た
っ
て
︑

大
き
な
自
信
を
見
せ
る
が
﹁
天
狗
〳
〵
し
き
も
の㊵

﹂
と
し
て
狸
を
裏
切
る
︒
ま

た
︑
愛
宕
の
太
郎
坊
天
狗
に
要
害
を
乞
う
︒
天
狗
の
後
ろ
盾
を
持
つ
天
狗
の
眷

属
と
い
う
の
が
鵄
で
あ
っ
た
︒
死
に
際
に
阿
弥
陀
仏
に
救
済
を
求
め
て
い
る
こ

と
か
ら
も
︑
仏
教
へ
の
反
逆
を
示
し
た
こ
と
へ
の
後
悔
が
読
み
取
れ
る
︒﹃
十

二
類
絵
巻
﹄
の
鵄
の
裏
に
は
︑
天
狗
の
眷
族
＝
仏
教
へ
の
反
逆
者
と
し
て
の
認

識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
中
で
︑
狸
は
田
舎
武
者
の
中
で
も
非
常
識
な
者
︑
取
る

に
た
り
な
い
弱
者
と
し
て
描
か
れ
︑
歌
合
の
際
の
推
参
と
打
擲
︑
合
戦
で
の
敗

退
︑
変
身
の
失
敗
︑
と
散
々
な
失
敗
を
す
る
者
で
あ
っ
た
︒
狸
が
妻
子
を
捨
て

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

二
三



て
出
家
す
る
く
だ
り
で
は
︑﹁
妻
子
眷
属
も
︑
な
こ
り
を
︑
お
し
み
て
︑
な

く
〳
〵
︑
わ
か
れ
け
り
︑
い
と
あ
は
れ
に
な
む㊶

﹂
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
︑
狸

の
哀
れ
を
誘
う
姿
が
描
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
弱
者
で
あ
っ
た
狸
は
︑
出

家
遁
世
す
る
事
で
︑
優
美
な
詩
作
に
あ
け
く
れ
る
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
り
︑

京
上
が
り
の
本
意
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
方
の
鵄
は
仏
教
へ
の
反
逆
を

行
っ
た
た
め
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
物
語
が
仏
教
の
枠
組
み
を
背
景
に
持
っ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
鵄
＝
仏
教
へ
の
反
逆
者
は
︑
仏
教
へ
の
反
逆
者
で

あ
っ
た
た
め
に
殺
さ
れ
︑
狸
は
︑
と
る
に
足
り
な
い
弱
者
で
す
ら
も
︑
仏
教
へ

の
信
仰
を
示
し
救
済
さ
れ
た
︑
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

狸
は
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
内
で
弱
者
と
し
て
描
か
れ
た
︒
狸
が
弱
者
と
し
て
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
読
者
は
狸
の
救
済
を
よ
り
大
き
な
感
動
を
持
っ
て
と

ら
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

確
か
に
︑
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
︑﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
に
は
︑
戯
作
の

要
素
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
狸
が
主
人
公
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
狸
が

ど
の
よ
う
な
結
末
に
至
っ
た
の
か
が
︑
読
者
の
一
番
の
関
心
事
で
あ
り
︑
そ
れ

が
当
時
の
読
者
が
行
っ
た
解
釈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
結
末
は
︑
失
敗
ば
か
り
の
弱
者
で
あ
る
狸
で
す
ら
も
︑

仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
で
京
上
り
の
本
意
を
遂
げ
︑
当
初
あ
こ
が
れ
て
い
た
詩

作
を
心
置
き
な
く
で
き
る
生
活
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
結
末
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
弱
者
で
す
ら
も
本
願
を
成
就
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
を
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
読
者
は
読
み
取
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒

注①

徳
田
和
夫
﹃
お
伽
草
子
事
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
五
月
︒

②

松
本
隆
信
﹁
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
﹂﹃
御
伽
草
子
の
世
界
﹄
三
省

堂
︑
一
九
八
二
年
八
月
︒

③

松
本
隆
信
﹃
室
町
物
語
大
成
﹄
第
七
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
九
年
二
月
︑
一
七

九
～
一
九
五
頁
︒

④

網
野
善
彦
・
大
西
広
・
佐
竹
昭
広
﹃
鳥
獣
戯
語

い
ま
は
昔
む
か
し
は
今
﹄
第
三

巻
︑
福
音
館
書
店
︑
一
九
九
三
年
二
月
︒

⑤

松
本
隆
信
﹃
室
町
物
語
大
成
﹄
第
四
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
六
年
三
月
︒

⑥

松
浪
久
子
﹁
大
阪
青
山
短
期
大
学
所
蔵
奈
良
絵
巻
﹃
十
二
類
﹄
上

︱
解
題
・
翻

刻
﹂﹃
大
阪
青
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹄
二
〇
〇
二
年
四
月
︒

⑦

①
と
同
じ
︒

⑧

石
塚
一
雄
﹁
後
崇
光
院
宸
筆
物
語
説
話
断
簡
に
つ
い
て
﹂﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
一
九

六
五
年
一
〇
月
︒

⑨

藤
岡
摩
里
子
﹁
堂
本
家
本
﹁
十
二
類
合
戦
絵
巻
﹂
に
つ
い
て
﹂
﹃
美
術
史
研
究
﹄

早
稲
田
大
学
美
術
史
研
究
会
︑
一
九
九
九
年
一
二
月
︒

⑩

網
野
善
彦
﹁﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂﹃
鳥
獣
戯
語

い
ま
は
昔
む
か

し
は
今
﹄
第
三
巻
︑
福
音
館
書
店
︑
一
九
九
三
年
二
月
︑
五
一
五
頁
︒

⑪

小
峯
和
明
﹁﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
読
む
﹂﹃
特
定
研
究
年
報
﹄
国
文
学
研
究
資
料
館
︑

一
九
九
七
年
二
月
︑
三
〇
頁
・
四
四
頁
︒

⑫

勝
俣
隆
﹁
動
物
説
話
と
異
類
物
﹂

︱
﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
学
灯
社
︑
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

二
四



⑬

③
と
同
じ
︑
一
九
五
頁
︒

⑭

③
と
同
じ
︑
一
九
五
頁
︒

⑮

③
と
同
じ
︑
一
九
四
頁
︒

⑯

③
と
同
じ
︑
一
九
四
頁
︒

⑰

角
川
書
店
編
集
部
﹃
絵
巻
物
全
集
﹄
第
十
八
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
七
月
︒

⑱

栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田
宗
・
久
保
田
淳
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

保

元
物
語
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
七
月
︑
一
三
七
頁
・
一
三
九
頁
︒

⑲

③
と
同
じ
︑
一
九
二
頁
︒

⑳

③
と
同
じ
︑
一
九
二
頁
︒

㉑

③
と
同
じ
︑
一
九
三
頁
︒

㉒

③
と
同
じ
︑
一
八
四
頁
︒

㉓

③
と
同
じ
︑
一
八
五
頁
︒

㉔

③
と
同
じ
︑
一
八
六
頁
︒

㉕

③
と
同
じ
︑
一
七
九
・
一
八
〇
頁
︒

㉖

小
峯
和
明
﹁
画
中
詞
の
宇
宙

︱
物
語
と
絵
画
の
は
ざ
ま

︱
﹂﹃
日
本
文
学
﹄

日
本
文
学
協
会
︑
一
九
九
二
年
七
月
︒

㉗

③
と
同
じ
︑
一
八
五
頁
︒

㉘

③
と
同
じ
︑
一
八
六
頁
︒

㉙

③
と
同
じ
︑
一
八
八
頁
︒

㉚

森
正
人
﹁
天
狗
と
仏
法
﹂
﹃
今
昔
物
語
集
の
生
成
﹄
和
泉
書
院
︑
一
九
八
六
年
︒

㉛

佐
伯
真
一
氏
は
︑
天
狗
は
天
魔
や
怨
霊
と
重
な
る
︑
憑
依
す
る
悪
霊
と
し
て
の
性

格
も
有
し
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
︵
﹁
後
白
河
院
と
﹁
日
本
第

一
大
天
狗
﹂
﹂
﹃
明
月
記
研
究
﹄
一
九
九
九
年
一
一
月
や
﹁
憑
依
す
る
悪
霊

︱
軍
記

物
語
の
天
狗
と
怨
霊
に
関
す
る
試
論

︱
﹂
﹃
青
山
語
文
﹄
二
〇
〇
一
年
三
月
な

ど
︒︶
本
章
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
憑
依
す
る
天
狗
と
い
う
も
の
も
考
慮
に
入
れ
た
上

で
︑
室
町
時
代
の
天
狗
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
こ

と
と
す
る
︒

㉜

梅
津
次
郎
﹁
天
狗
草
紙
に
つ
い
て
﹂﹃
新
修

日
本
絵
巻
物
全
集

天
狗
草
紙
・

是
害
房
絵
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
七
八
年
三
月
︒

㉝

﹁﹁
土
蜘
蛛
草
子
﹂﹁
天
狗
草
紙
﹂﹁
大
江
山
絵
詞
﹂
詞
書
釈
文
﹂
島
谷
弘
幸
編
﹃
続

日
本
絵
巻
大
成
﹄
中
央
公
論
︑
一
九
八
四
年
四
月
︑
一
六
八
頁
︒

㉞

松
本
隆
信
﹃
室
町
物
語
大
成
﹄
第
八
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
八
〇
年
二
月
︑
一
九

五
頁
︒

㉟

①
と
同
じ
︒

㊱

松
本
隆
信
﹃
室
町
物
語
大
成
﹄
第
一
巻
︑
角
川
書
店
︑
一
九
七
三
年
一
月
︑
二
六

五
頁
︒

㊲

宮
内
庁
書
陵
部
﹃
図
書
寮
叢
刊

看
聞
日
記
一
﹄
平
文
社
︑
二
〇
〇
二
年
三
月
︑

五
頁
︒

㊳

宮
内
庁
書
陵
部
﹃
図
書
寮
叢
刊

看
聞
日
記
五
﹄
平
文
社
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
︑

二
四
三
頁
︒

㊴

㊳
と
同
じ
︑
二
五
〇
頁
︒

㊵

③
と
同
じ
︑
一
八
六
頁
︒

㊶

③
と
同
じ
︑
一
九
五
頁
︒

﹃
十
二
類
絵
巻
﹄
の
主
題

二
五
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