
井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

︱
方
法
と
し
て
の
︿
視
点
﹀

︱

山

田

哲

久

は
じ
め
に

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
︑﹁
中
央
公
論
﹂
昭
和
29
年
�
月
号
︵
第
69
年

第
�
号
︶
に
発
表
さ
れ
︑
そ
の
後
短
篇
集
﹃
異
域
の
人
﹄︵
昭
和
30
年
12
月
25

日
︑
講
談
社
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒
発
表
当
時
は
︑
取
り
立
て
て
注
目
を
集
め
た

作
品
で
は
な
か
っ
た①
が
︑
昭
和
三
十
二
年
に
﹁
天
平
の
甍
﹂
が
発
表
さ
れ
た
後
︑

そ
の
評
価
が
変
化
す
る
︒
佐
野
雅
彦
が
同
じ
﹁
渡
唐
し
た
学
問
僧
﹂
の
話
と
し

て
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
と
﹁
天
平
の
甍
﹂
を
接
続
し
て
論
じ
た②
の
を
最
初
に
︑

﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
﹁
天
平
の
甍
﹂
の
﹁
雛
形
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
山
本
健
吉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る③
︒

﹃
僧
行
賀
の
涙
﹄
の
行
賀
は
︑
あ
る
意
味
で
は
﹃
天
平
の
甍
﹄
の
業
行
の

前
身
で
あ
り
︑
ま
た
他
の
意
味
で
は
普
照
の
前
身
で
も
あ
る
︒
同
じ
く
仙

雲
は
︑﹃
天
平
の
甍
﹄
の
戒
融
の
性
格
を
︑
相
当
強
く
分
ち
持
っ
て
い
る
︒

だ
か
ら
こ
の
作
品
は
︑﹃
天
平
の
甍
﹄
の
雛
形
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

山
本
の
様
に
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
を
﹁
天
平
の
甍
﹂
の
﹁
雛
形
﹂
と
評
価
す
る

傾
向
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る④
︒
確
か
に
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
﹁
天
平
の
甍
﹂

と
同
じ
く
﹁
渡
唐
し
た
学
問
僧
﹂
の
物
語
で
あ
り
︑
時
代
も
重
な
る
︒
ま
た
︑

山
本
が
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
天
平
の
甍
﹂
の
登
場
人
物
た
ち
の
﹁
雛
形
﹂
を
︑

﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
﹁
行
賀
﹂
や
﹁
仙
雲
﹂
に
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
次
の
よ
う
な
井
上
の
発
言
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒﹁

唐
大
和
上
東
征
伝
﹂
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
昭
和
三
十
年
の
秋
で
あ
る
︒

当
時
早
稲
田
大
学
の
安
藤
更
生
博
士
が
大
著
﹁
鑑
真
大
和
上
伝
之
研
究
﹂

の
仕
事
に
取
り
か
か
っ
て
お
ら
れ
る
頃
で
︑
自
分
は
学
究
と
し
て
鑑
真
伝

の
研
究
を
す
る
が
︑
あ
な
た
は
小
説
家
と
し
て
︑
鑑
真
伝
を
小
説
の
形
で

書
い
て
み
な
い
か
と
い
う
お
話
が
あ
り
︑
半
ば
氏
に
お
だ
て
ら
れ
︑
半
ば

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

二
九
一



氏
に
も
た
れ
か
か
る
よ
う
な
気
持
で
︑
鑑
真
来
朝
の
経
緯
を
小
説
化
し
て

み
よ
う
か
と
い
う
気
持
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た⑤
︒

周
知
の
よ
う
に
﹁
唐
大
和
上
東
征
伝
﹂
と
は
︑
井
上
が
﹁
天
平
の
甍
﹂
を
執

筆
す
る
際
に
中
心
的
な
典
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る⑥
︒
そ
の
﹁
東
征
伝
﹂
を

﹁
初
め
て
読
ん
だ
﹂
の
が
﹁
昭
和
三
十
年
の
秋
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
昭
和
二
十

九
年
に
発
表
さ
れ
た
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
執
筆
の
際
に
は
︑
井
上
は
﹁
東
征
伝
﹂

を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
両
作
の
間
に
は
︑
物
語
内
容

以
前
に
︑
依
拠
し
た
文
献
に
つ
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
ま
た
︑
井
上
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る⑦
︒

私
が
遣
唐
使
あ
る
い
は
遣
唐
船
の
こ
と
を
初
め
て
小
説
に
書
き
た
い
と

思
っ
た
の
は
京
都
の
学
生
時
代
で
あ
る
︒
現
在
で
も
ま
だ
こ
の
仕
事
に
対

す
る
情
熱
は
失
わ
な
い
が
︑
幾
多
の
学
者
の
貴
重
な
研
究
の
助
け
を
か
り

て
も
︑
な
お
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
︑
作
品
は
い
た
ず
ら
に
わ
ず
か

の
史
実
を
並
べ
る
貧
し
い
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
︒
こ
の
間
に
高
木
卓
氏

が
﹁
遣
唐
船
﹂
を
発
表
さ
れ
た
以
外
︑
遣
唐
船
に
取
材
し
た
本
格
的
作
品

は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

こ
の
発
言
は
﹁
天
平
の
甍
﹂
連
載
当
時⑧
の
も
の
で
あ
り
︑﹁
天
平
の
甍
﹂
執

筆
に
あ
た
っ
て
︑
井
上
が
﹁
史
実
﹂
と
﹁
わ
か
ら
な
い
こ
と
﹂
の
狭
間
で
苦
悩

す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
注
目
す
べ
き
は
井
上
が
﹁
京
都
の
学
生
時
代
﹂

か
ら
﹁
遣
唐
使
あ
る
い
は
遣
唐
船
の
こ
と
﹂
を
﹁
小
説
に
書
き
た
い
と
思
っ
﹂

て
い
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
高
木
卓
の
﹁
遣
唐
船⑨
﹂
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
︒
仮
に
井
上
が
﹁
京
都
の
学
生
時
代
﹂
か
ら
﹁
遣
唐
使
あ
る
い

は
遣
唐
船
﹂
の
小
説
化
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
の
最
初
の

作
品
は
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
で
あ
り
︑
同
時
に
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
お
い
て
も
井

上
は
﹁
史
実
﹂
と
﹁
わ
か
ら
な
い
こ
と
﹂
の
狭
間
で
苦
悩
し
た
は
ず
で
あ
ろ
う
︒

後
に
高
く
評
価
さ
れ
︑
井
上
の
代
表
作
と
も
な
る
﹁
天
平
の
甍
﹂
執
筆
以
前
に

お
い
て
︑
井
上
は
﹁
遣
唐
使
あ
る
い
は
遣
唐
船
﹂
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
知

識
を
持
ち
︑
そ
の
知
識
を
ど
の
よ
う
に
小
説
化
し
た
の
か
︒
本
論
で
は
︑﹁
僧

行
賀
の
涙
﹂
の
典
拠
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
歴
史
小
説
の
方
法
を

明
ら
か
に
す
る
︒一

︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
典
拠
︹
�
︺

︱
﹁
行
賀
﹂
に
関
わ
る
典
拠

︱

井
上
靖
は
自
作
に
つ
い
て
の
解
説
を
積
極
的
に
行
う
作
家
で
あ
り
︑
例
え
ば

﹁
天
平
の
甍
﹂
に
つ
い
て
も
そ
の
典
拠
と
執
筆
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る⑩
︒

し
か
し
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
つ
い
て
の
発
言
は
な
く
︑
そ
の
典
拠
も
こ
れ
ま

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
は
︑
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
主
要

な
典
拠
を
特
定
し
た
い
︒﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
典
拠
は
︑
大
分
し
て
﹁
行
賀
﹂

関
係
の
も
の
と
︑
﹁
遣
唐
使
﹂
関
係
の
も
の
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
行
賀
﹂

関
係
の
典
拠
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

二
九
二



神
奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
の
﹁
井
上
靖
文
庫
﹂
に
は
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
関
連

の
﹁
メ
モ
︵
他
筆⑪
︶﹂
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
に
︑
そ
の
全
文
を
︻
資
料

紹
介
Ⅰ
︼
と
し
て
引
用
す
る
︒
数
字
は
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
︑
／
は
改

行
を
示
す
︒
ま
た
判
読
不
明
の
文
字
は
□
で
記
す
︒

︻
資
料
紹
介
Ⅰ
︼

①
行
賀
法
師

釈
行
賀
︒
姓
上
毛
氏
︒
和
州
廣
瀨
郡
人
︒
十
五
出
家
︒
／
二
十
受
具
足
戒
︒

二
十
五
奉
教
入
唐
留
學
︒
學
唯
識
／
台
教
両
宗
︒
在
唐
七
年
︒
伝
来
経
疏
五

百
余
巻
︒
詔
／
付
少
學
三
十
人
稟
其
業
︒
又
教
明
一
法
師
試
所
學
︒
／
一
詰

問
二
教
︒
稍
有
窒
礙
︒
一
呵
曰
︒
久
経
歳
華
學
／
植
膚
浅
︒
何
乖
朝
害
哉
︒

賀
大
愧
垂
涙
︒
於
時
朝
議
／
曰
︒
長
途
一
躓
︒
何
妨
千
里
之
行
︒
大
樹
折
枝
︒

豈
／
忘
百
畝
之
畝
之
蔭
︒
賀
著
法
華
䟽
弘
賛
略
賛
︒
唯
識
／
議
等
四
十
余
巻
︒

延
暦
二
十
二
年
二
月
卆
︒
歳
七
十
五
︒
／

②
旧

法
学
博
士

田
口
卯
吉

新
訂

黒
板

昭
和
五
年
□
□
□
七
月
五
日

元
亨
釈
書

国
史
大
系
刊
行
会

吉
川
弘
文
館

日
用
書
房

巻
第
十
六

力
遊
九

二
十
九
人

②
に
﹁
元
亨
釈
書
﹂
と
あ
り
︑﹁
黒
板
﹂
と
い
う
人
名
や
﹁
吉
川
弘
文
館
﹂

と
い
う
出
版
社
名
︑
そ
し
て
発
行
年
月
日
か
ら
︑
こ
の
﹁
メ
モ
﹂
は
︑
黒
板
勝

美
編
﹃
日
本
高
僧
伝
要
文
抄

元
亨
釈
書
﹄
︵
新
訂
増
補

國
史
大
系
第
31
巻
︑
昭
和
�

年
�
月
�
日
︑
吉
川
弘
文
館
︶
中
の
﹁
元
亨
釈
書
巻
第
十
六

力
遊
﹂
を
書
き

写
し
た
も
の
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
︒
ま
た
︑
同
じ
く
﹁
井
上
靖
文
庫
﹂
所
蔵

の
﹁
天
平
の
甍
﹂
関
連
の
﹁
メ
モ
︵
他
筆⑫
︶﹂
も
︑
﹁
行
賀
﹂
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
た
め
︑︻
資
料
紹
介
Ⅱ
︼
と
し
て
以
下
に
引
用
す
る
︒

︻
資
料
紹
介
Ⅱ
︼

①
︵
一
三
八
九
︱
一
四
六
三
︶

奈
良
朝
時
代
に
於
け
る
興
福
寺
の
別
当
︒
天
平
元
／
年
大
和
廣
瀨
郡
に
生

る
︒
興
福
寺
の
永
厳
及
び
元
興
／
寺
の
平
備
に
学
び
︑
二
十
五
才
に
し
て
勅

を
奉
じ
て
／
入
唐
し
︑
天
台
お
よ
び
法
相
の
両
宗
義
を
修
め
︑
在
／
留
七
年

︵
他
説
に
三
十
一
年
︶
に
し
て
経
疏
百
余
巻
／
を
携
へ
て
帰
朝
し
た
︒
東
大

寺
の
明
一
が
二
宗
の
義
／
に
つ
い
て
検
問
す
る
や
︑
そ
の
応
答
渋
滞
せ
る
た

め
／
に
︑﹁
久
し
く
歳
華
を
経
て
学
殖
な
ほ
膚
浅
な
り
︑
／
何
ぞ
朝
寄
に
乖

く
や
﹂
と
罵
ら
れ
た
︒
行
賀
流
涙
こ
／

②
れ
を
久
う
し
︑
爾
来
刻
苦
研
鑽
し
学
解
頗
る
深
く
な
／
り
︑
専
ら
筆
硯
を
友

と
し
て
諸
経
論
の
疏
註
を
書
い
／
た
︒
延
暦
十
年
興
福
寺
の
別
当
と
な
り
︑

同
二
十
二
／
年
二
月
十
一
日
歿
︑
年
七
十
五
︒
著
作
に
は
︑﹃
法
／
華
弘
賛
﹄

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

二
九
三



﹃
唯
識
論
僉
議
﹄
な
ど
頗
る
多
い
︒
／
(本
朝
高
僧
伝

谷
山
︶

新
撰
大
人
名
辞
典

昭
和
十
二
年

昭
和
十
五
年

三
版

③
遣
唐
使

舒
明
天
皇
二
年
︱
宇
多
天
皇

寛
平
六
年

二
十
六
代
二
百
六
十
四
年
間

十
九
回

唐
使
＝
西
海
使

犬
□
□

四ヨ
ツ

船
ノ
フ
ネ

②
に
﹁
新
撰
大
人
名
辞
典
﹂
と
い
う
書
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
メ

モ
﹂
は
下
中
弥
三
郎
編
﹃
新
撰
大
人
名
辞
典
﹄︵
昭
和
12
年
�
月
23
日
︑
平
凡

社
︶
の
﹁
行
賀
﹂
の
項
目
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
︒

井
上
が
こ
の
二
つ
の
﹁
メ
モ
﹂
を
参
考
に
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
を
執
筆
し
た
の

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
︑
本
文
の
記
述
に
対
応
し
な
い
箇
所
も
あ
る
︒
以
下
︑

そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

﹁
行
賀
﹂
は
本
文
の
中
で
︑
次
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒

Ａ
︑
第
十
回
遣
唐
使
の
一
団
に
加
わ
っ
て
︑
吉
備
真
備
や
藤
原
清
河
︑
大

伴
古
麿
等
と
共
に
︑
天
平
勝
宝
四
年
に
留
学
僧
と
し
て
唐
へ
派
遣
さ
れ

る
︒

Ｂ
︑
大
和
国
広
瀬
郡
生
ま
れ
で
︑
十
五
の
時
出
家
し
︑
興
福
寺
の
永
厳
と

元
興
寺
の
平
備
に
学
ぶ
︒

Ｃ
︑
渡
唐
の
目
的
は
﹁
天
台
お
よ
び
法
相
の
両
宗
義
を
修
め
る
こ
と
﹂︒

Ｄ
︑
延
暦
二
年
に
渤
海
国
の
船
に
乗
っ
て
帰
国
︒

Ｅ
︑
在
唐
期
間
は
三
十
一
年
︒

Ｆ
︑
興
福
寺
に
お
い
て
︑
東
大
寺
の
僧
明
一
か
ら
試
問
を
受
け
る
︒

Ｇ
︑
明
一
の
問
に
対
し
て
︑
行
賀
は
﹁
日
本
の
言
葉
を
口
に
す
る
の
が
ひ

ど
く
不
自
由
だ
っ
た
﹂
た
め
︑
何
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
涙
を
流

す
︒

Ｈ
︑
帰
国
後
︑
﹃
法
華
経
弘
疏
賛
略
﹄︑
﹃
唯
識
僉
議
﹄
四
十
余
巻
を
書
き

残
す
︒

Ｉ
︑
興
福
寺
の
別
当
と
な
り
︑
延
暦
二
十
二
年
に
七
十
五
歳
で
寂
す
︒

こ
の
内
︑
Ｂ
︑
Ｃ
︑
Ｅ
︑
Ｆ
︑
Ｉ
に
つ
い
て
は
︑﹁
メ
モ
﹂
の
記
述
に
対
応

す
る
が
︑
残
り
の
Ａ
︑
Ｄ
︑
Ｇ
︑
Ｈ
に
つ
い
て
は
︑
﹁
メ
モ
﹂
の
記
述
と
は
対

応
し
な
い
部
分
も
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
井
上
は
こ
の
他
筆
の
﹁
メ
モ
﹂
の
他
に
も
︑

何
ら
か
の
文
献
を
参
照
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

例
え
ば
Ｇ
に
つ
い
て
は
︑
本
文
で
は
︑﹁
行
賀
﹂
が
﹁
明
一
﹂
の
問
に
答
え

ら
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
﹁
日
本
の
言
葉
を
口
に
す
る
の
が
ひ
ど
く
不
自
由
だ
っ

た
﹂
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
前
掲
し
た
二
つ
の
﹁
メ
モ
﹂
に

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

二
九
四



は
こ
れ
に
対
応
す
る
記
述
が
な
い
︒
よ
っ
て
︑
井
上
は
こ
れ
ら
二
つ
の
﹁
メ

モ
﹂
の
他
に
も
何
ら
か
の
文
献
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒

例
え
ば
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
執
筆
当
時
の
井
上
が
参
照
で
き
る
も
の
と
し
て

は
︑
次
の
黒
板
勝
美
編
﹃
類
聚
国
史

後
編⑬
﹄
が
あ
る
︒

廿
二
年
三
月
月
己
未
︒
大
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
行
賀
卒
云
々
︒
法
師
生
年

廿
五
︒
被
充
入
唐
留
學
︒
唯
識
法
華
両
宗
︒
住
唐
卅
一
年
︒
帰
来
之
日
︒

歴
試
其
才
︒
東
大
寺
僧
明
一
難
問
宗
義
︒
頗
有
所
塞
︒
即
罵
云
︒
費
粮
両

国
︒
學
植
膚
浅
︒
何
違
朝
奇
︒
不
実
帰
乎
︒
法
師
大
愧
︒
涕
泣
滂
沱
︒
久

在
他
郷
︒
粗
忘
言
話
︒
長
途
一
躓
︒
豈
妨
千
里
之
行
︒
深
林
枯
枝
︒
何
薄

萬
畝
之
影
︒
何
則
在
唐
之
時
︒
居
百
高
座
之
第
二
︒
有
法
花
経
疏
弘
賛
略
︒

唯
識
僉
議
等
四
十
余
巻
︒
是
則
法
師
之
筆
削
也
︒
又
写
得
持
来
聖
経
要
文

五
百
余
巻
︒

こ
こ
に
は
﹁
法
師
大
愧
︒
涕
泣
滂
沱
︒
久
在
他
郷
︒
粗
忘
言
話
﹂
と
あ
り
︑

本
文
の
﹁
日
本
の
言
葉
を
口
に
す
る
の
が
ひ
ど
く
不
自
由
だ
っ
た
﹂
に
対
応
す

る
︒
ま
た
︑﹁
唯
識
僉
議
﹂
も
本
文
の
記
述
と
対
応
す
る
︒
井
上
が
こ
の
黒
板

勝
美
編
﹃
類
聚
国
史

後
編
﹄
を
参
照
し
た
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
一
方
で
辻
善
之
助
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話⑭
﹄
の
中
に
も
︑
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
︒

こ
の
頃
僧
行
賀
が
入
唐
し
た
︵
類
聚
国
史
巻
百
四
十
七
文
部
下
撰
書
の
条
に
︑
年
廿
五

に
し
て
入
唐
と
あ
り
︒
元
亨
釈
書
に
よ
れ
ば
延
暦
二
年

年
七
十
五
に
し
て
寂
す
と
あ
り
︒
廿
五
歳
は
天
平
勝
宝
五
年
に
当
る
︒
年
の
数
え
方
に
よ
り
て
一

年
の
差
は
何
れ
と
も
考
え
得
べ
き
を
以
て
︑
行
賀
の
入
唐
は
恐
ら
く
清
河
古
麻
呂
等
と
同
年
で
あ

っ
た
ろ

う
︒

︶
行
賀
唐
に
在
る
こ
と
卅
一
年
︑
唯
識
法
華
両
宗
を
習
い
︑
伝
来

経
疏
五
百
余
巻
に
及
ぶ
︒
詔
し
て
小
学
三
十
人
を
付
し
て
其
業
を
稟
け
し

め
ら
れ
た
︒
東
大
寺
僧
明
一
宗
義
を
試
問
す
る
に
︑
行
賀
頗
る
塞
る
所
あ

り
︒
明
一
罵
っ
て
曰
く
︑
糧
を
両
国
に
費
し
て
︑
学
植
膚
浅
︑
何
ぞ
朝
奇

に
違
う
や
と
︒
行
賀
大
に
愧
じ
て
涕
泣
滂
沱
た
り
と
あ
る
︒
国
史
に
之
を

評
し
て
︑
久
し
く
他
郷
に
在
っ
て
︑
粗
ぼ
言
語
を
忘
る
︒
長
途
一
躓
︒
豈

千
里
の
行
を
妨
げ
ん
︒
深
林
の
枯
枝
︑
何
ぞ
萬
畝
の
影
を
薄
う
せ
ん
や
︒

何
と
な
れ
ば
即
ち
在
唐
の
時
︑
百
座
の
第
二
に
居
り
︑
法
華
経
疏
弘
賛
略
︑

唯
識
僉
議
等
四
十
余
巻
あ
り
︒
是
即
ち
法
師
之
筆
削
な
り
︒
又
聖
教
要
文

五
百
余
巻
を
写
得
て
持
来
る
と
あ
る
︒
︵
行
賀
在
唐
の
年
︑
元
亨
釈
書
に
は
七
年
と

あ
る
け
れ
ど
も
︑
類
聚
国
史
に
卅
一
年
と

あ
り
︑
且
久
し
く
他
郷
に
在
っ
て
言
語
を
忘
る
な
ど
ヽ
あ
る
所
か
ら
見
て

も
︑
卅
一
年
在
唐
即
延
暦
二
年
帰
朝
と
い
う
が
正
し
か
ろ
う
と
思
う
︒

︶

こ
の
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
に
よ
っ
て
も
︑
Ｇ
・
Ｈ
の
内
容
は
構
成
可
能
で

あ
る
︒
さ
ら
に
Ｄ
に
つ
い
て
も
︑﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
に
は
﹁
渤
海
国
の
船

に
よ
っ
て
﹂
と
い
う
内
容
へ
の
言
及
は
な
い
が
︑﹁
行
賀
﹂
の
帰
国
年
で
あ
る

﹁
延
暦
二
年
﹂
に
つ
い
て
は
対
応
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
ち
ら
を
参
照
し
た
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑
井
上
は
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
執
筆
に
お
い
て
︑
他
筆
の
﹁
メ
モ
﹂
だ

け
で
は
な
く
︑
黒
板
勝
美
編
﹃
類
聚
国
史

後
編
﹄
や
辻
善
之
助
﹃
増訂

海
外
交

通
史
話
﹄
を
参
照
し
な
が
ら
︑
﹁
行
賀
﹂
に
関
わ
る
記
述
を
構
成
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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し
か
し
︑
こ
こ
に
挙
げ
た
文
献
だ
け
で
は
︑
残
る
Ａ
の
内
容
を
全
て
補
う
こ

と
は
で
き
な
い
︒
本
文
で
は
﹁
行
賀
﹂
を
乗
せ
た
﹁
遣
唐
船
﹂
が
出
発
し
た
の

は
﹁
四
年
︵
天
平
勝
宝
︱
引
用
者
注
︶﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
行
賀
﹂

の
渡
唐
年
を
﹁
天
平
勝
宝
五
年
﹂
と
す
る
辻
の
書
と
は
対
応
し
な
い
︒
で
は
︑

井
上
は
他
に
ど
の
よ
う
な
文
献
を
参
照
し
︑
Ａ
の
内
容
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
︒

二
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
典
拠
︹
�
︺

︱
﹁
遣
唐
使
﹂
に
関
わ
る
典
拠

︱

次
に
﹁
遣
唐
使
﹂
関
係
の
典
拠
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
本
文
で
は
﹁
行
賀
﹂

は
﹁
第
十
回
目
の
遣
唐
使
﹂
と
し
て
渡
唐
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ

ま
で
挙
げ
た
文
献
の
中
に
は
︑﹁
行
賀
﹂
が
第
何
回
の
遣
唐
使
と
し
て
渡
唐
し

た
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
井
上
も
言
及
し
て
い
る
高
木
卓

の
﹁
遣
唐
船
﹂
で
は
︑﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
﹁
藤
原
清
河
﹂
を
大
使
と
す
る

遣
唐
使
団
は
﹁
第
九
回
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
︑
当
時
の
井
上
が
参

照
可
能
な
文
献
を
挙
げ
れ
ば
︑
筑
波
藤
麿
﹃
日
唐
関
係⑮
﹄
で
も
﹁
第
九
回
﹂
と

な
っ
て
お
り
︑
西
岡
虎
之
助
﹃
総
合
日
本
史
大
系⑯
﹄
で
は
︑﹁
第
十
一
回
﹂
と

な
っ
て
い
る
︒
上
田
雄
に
よ
る
と
︑
遣
唐
使
の
回
数
に
つ
い
て
は
︑
研
究
者
に

よ
っ
て
認
識
の
違
い
が
あ
り
︑
様
々
な
見
解
が
生
ま
れ
る
と
い
う⑰
︒
で
は
︑
井

上
が
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
遣
唐
使
を
﹁
第
十
回
﹂
と
す
る
際
に
参
照
し
た
文

献
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

木
宮
泰
彦
は
﹃
日
支
交
通
史⑱
﹄
の
中
で
︑
﹁
遣
唐
使
一
覧
表
﹂
を
提
示
し
て

い
る
︒
木
宮
の
﹁
一
覧
表
﹂
で
は
遣
唐
使
は
十
九
回
を
数
え
る
︒
以
下
に
そ
の

﹁
一
覧
表
﹂
の
中
か
ら
︑
﹁
任
命
順
﹂
と
﹁
出
発
年
﹂
︑
﹁
大
使
﹂
を
抽
出
し
た
も

の
を
提
示
す
る
︒

一

舒
明
二
年

犬
上
御
田
鍬

十
一

天
平
勝
宝
四
年

藤
原
清
河

二

白
雉
四
年

吉
士
長
丹

十
二

天
平
宝
字
三
年

高
元
度

三

白
雉
五
年

高
向
玄
理

十
三

天
平
宝
字
五
年

仲
石
伴

四

齊
明
五
年

坂
合
部
石
布

十
四

天
平
宝
字
六
年

中
臣
鷹
主

五

天
智
四
年

守
大
石

十
五

宝
亀
八
年

佐
伯
今
毛
人

六

天
智
六
年

伊
吉
博
徳

十
六

宝
亀
十
年

布
勢
清
直

七

天
智
八
年

河
内
鯨

十
七

延
暦
二
十
三
年

藤
原
葛
野
麿

八

大
宝
元
年

粟
田
真
人

十
八

承
和
五
年

藤
原
常
嗣

九

養
老
元
年

多
治
比
県
守

十
九

寛
平
六
年

菅
原
道
真

十

天
平
五
年

多
治
比
広
成

こ
の
﹁
一
覧
表
﹂
に
よ
る
と
︑
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
遣
唐
使
は
﹁
第
十
一

回
﹂
目
と
な
る
が
︑
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
木
宮
が
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

ま
た
天
智
天
皇
六
年
の
伊
吉
博
徳
等
は
唐
の
百
済
鎮
将
劉
仁
願
が
我
が
国

に
派
遣
し
た
司
馬
法
聡
等
を
送
還
せ
ん
が
為
に
遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
︑
六
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年
十
一
月
十
三
日
に
日
本
を
発
し
︑
翌
年
正
月
二
十
三
日
に
帰
朝
し
︑
こ

の
間
僅
に
二
ヶ
月
余
で
あ
る
か
ら
︑
た
だ
百
済
ま
で
行
っ
た
も
の
と
認
む

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
︑
木
宮
の
認
識
で
は
右
表
﹁
天
智
六
年
﹂
の
使
節
は
遣
唐
使
と
し
て

数
え
ず
︑
し
た
が
っ
て
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
遣
唐
使
が
﹁
第
十
回
﹂
目
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
遣
唐
使
を
﹁
第
十
回
﹂

目
と
す
る
の
は
木
宮
独
自
の
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
木
宮
は
同
書
の
中
で
遣
唐

使
の
回
数
に
つ
い
て
﹁
遣
唐
使
は
舒
明
天
皇
の
二
年
︵
六
三
〇
︶
八
月
犬
上
御

田
鍬
を
遣
わ
さ
れ
た
の
を
初
め
と
し
︑
宇
多
天
皇
の
寛
平
六
年
︵
八
九
四
︶
九

月
停
廃
せ
ら
る
る
ま
で
︑
前
後
十
九
回
︵
内
一
回
は
迎
入
唐
使
三
回
は
送
唐
客

使
︶
の
任
命
が
あ
っ
た
︒
こ
の
間
二
十
六
代
二
百
六
十
四
年
の
永
き
に
亘
っ
て

い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
内
容
が
前
述
︻
資
料
紹
介
Ⅱ
︼
の
③
の
記
述

と
対
応
す
る
た
め
︑
井
上
が
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
遣
唐
使
を
﹁
第
十
回
目
﹂

と
し
た
の
は
︑
同
書
を
参
照
し
た
為
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
本

文
の
遣
唐
使
に
関
わ
る
記
述
に
つ
い
て
も
︑
井
上
は
﹃
日
支
交
通
史
﹄
を
中
心

的
な
典
拠
と
し
て
い
る
︒
以
下
︑
そ
の
対
応
を
検
証
す
る
︒
例
え
ば
次
の
場
面

で
あ
る
︒

遣
唐
使
派
遣
の
こ
と
は
発
表
さ
れ
た
が
︑
ど
う
い
う
も
の
か
直
ぐ
に
は
実

現
を
見
ず
︑
一
年
を
経
過
し
た
翌
三
年
の
秋
に
︑
渡
唐
の
経
験
の
あ
る
吉

備
真
備
が
︑
大
伴
古
麿
の
ほ
か
に
更
に
副
使
と
し
て
加
わ
る
こ
と
が
発
表

さ
れ
︑
一
切
の
準
備
な
っ
て
︑
大
使
︑
副
使
が
参
朝
し
︑
節
刀
を
賜
っ
た

の
は
翌
四
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
遣
唐
使
派
遣
﹂
が
﹁
発
表
﹂
さ
れ
な
が
ら
も
︑
﹁
直
ぐ
に
は
実
現
﹂
し
な
か

っ
た
の
は
︑﹁
渡
唐
の
経
験
の
あ
る
吉
備
真
備
﹂
を
﹁
副
使
﹂
と
し
て
加
え
る

為
だ
っ
た
と
理
由
づ
け
ら
れ
る
語
り
だ
が
︑
こ
れ
は
同
書
の
﹁
孝
謙
天
皇
の
天

平
勝
宝
二
年
に
は
︑
藤
原
清
河
を
大
使
に
︑
大
伴
古
麻
呂
を
副
使
に
任
命
さ
れ

た
に
拘
わ
ら
ず
︑
翌
三
年
に
は
更
に
吉
備
真
備
を
副
使
と
し
て
追
加
せ
ら
れ
て

い
る
︒
こ
れ
は
真
備
が
元
正
朝
の
遣
唐
留
学
生
と
し
て
︑
在
唐
十
七
ヶ
年
に
も

及
び
︑
頗
る
彼
地
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
か
ら
︑
特
に
清
河
の
後
見
と
し
て
遣

わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
天
平
五
年
﹂
の
﹁
遣
唐
使
﹂
の
﹁
帰
路
﹂
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ

た
次
の
箇
所
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒

一
行
は
四
隻
の
船
に
分
乗
し
て
天
平
六
年
十
一
月
蘇
州
を
発
っ
た
が
︑
そ

の
う
ち
無
事
だ
っ
た
の
は
二
隻
だ
け
で
︑
一
隻
は
洋
上
に
消
息
を
絶
ち
︑

残
り
の
一
隻
は
遠
く
崑
崙
国
︵
安
南
南
部
︶
に
吹
き
流
さ
れ
︑
そ
の
乗
組

員
百
十
余
人
は
土
民
に
襲
わ
れ
た
り
︑
病
没
し
た
り
し
て
︑
僅
か
に
四
名

が
再
び
唐
土
に
舞
い
戻
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
生
存
者

た
ち
は
こ
ん
ど
は
船
便
を
得
て
渤
海
路
を
取
っ
て
帰
国
し
よ
う
と
し
た
が
︑

こ
の
時
も
ま
た
難
船
の
憂
目
を
見
︑
着
の
身
着
の
ま
ま
で
天
平
十
一
年
に

出
羽
に
漂
着
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
︒

︵﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
本
文
)
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天
平
六
年
十
月
︑
四
舶
相
従
う
て
蘇
州
を
発
し
た
が
︑
海
上
忽
ち
暴
風
に

遭
い
︑
大
使
多
治
比
広
成
の
第
一
舶
は
︑
幸
に
多
禰
島
︵
種
子
島
︶
に
漂

着
し
た
が
︑
副
使
中
臣
名
代
の
第
二
舶
は
︑
再
び
唐
に
吹
き
返
さ
れ
︑
天

平
八
年
七
月
に
な
っ
て
帰
朝
し
た
︒
判
官
平
群
広
成
の
第
三
舶
は
崑
崙
国

に
漂
着
し
︑
乗
組
員
百
十
五
人
は
或
は
殺
さ
れ
︑
或
は
瘴
病
に
死
し
︑
広

成
等
四
人
の
み
が
纔
に
免
れ
て
唐
に
帰
り
︑
阿
倍
仲
麻
呂
の
斡
旋
に
よ
っ

て
︑
唐
朝
か
ら
船
糧
を
給
せ
ら
れ
︑
渤
海
道
に
よ
っ
て
国
に
帰
る
為
に
︑

天
平
十
年
三
月
︑
山
東
の
登
州
か
ら
海
を
越
え
て
︑
五
月
渤
海
国
に
到
っ

た
︒
時
に
渤
海
王
大
欽
茂
は
︑
恰
も
使
節
を
我
が
国
に
遣
わ
そ
う
と
し
て

い
る
時
で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
れ
と
共
に
渤
海
を
発
し
た
が
︑
海
上
ま
た
風

波
に
遭
い
︑
一
船
は
覆
没
し
て
渤
海
大
使
胥
要
徳
等
四
十
人
は
溺
死
し
た
︒

け
れ
ど
も
広
成
等
は
幸
に
天
平
十
一
年
十
月
出
羽
に
漂
着
し
た
︒
そ
し
て

第
四
舶
は
遂
に
日
本
に
帰
ら
な
か
っ
た
︒

︵﹃
日
支
交
通
史
﹄
)

本
文
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
が
︑
各
傍
線
部
に
関
し
て
は
正

確
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
行
賀
﹂
の
唐
で
の
行
動
に
関
し
て
も
︑﹃
日
支
交
通
史
﹄
の
中
の
留

学
僧
に
つ
い
て
の
記
述
を
元
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
行
賀
は
そ
れ

ま
で
の
︑
入
唐
僧
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
北
京
の
西
南
七
十
里
の

地
点
に
あ
る
五
台
山
を
目
指
し
て
い
た
﹂
と
い
う
箇
所
は
︑
同
書
の
﹁
我
が
入

唐
僧
に
し
て
天
台
山
や
五
台
山
に
登
っ
て
聖
跡
を
巡
拝
す
る
の
も
が
多
か
っ

た
﹂
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
史
料
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
﹁
行
賀
﹂

の
唐
で
の
行
動
や
生
活
が
︑
﹃
日
支
交
通
史
﹄
の
記
述
を
元
に
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
人
の
余
り
行
か
ぬ
峨
眉
山
の
消
息
に
詳
し
く
﹂︑﹁
天

竺
へ
行
く
計
画
を
た
て
﹂
る
﹁
仙
雲
﹂
も
︑
同
書
の
中
で
︑﹁
我
が
国
唯
一
の

入
竺
僧
﹂
で
あ
り
﹁
峨
眉
山
に
登
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
﹁
金
剛
三
昧
﹂
を

モ
デ
ル
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

も
っ
と
も
﹃
日
支
交
通
史
﹄
だ
け
で
は
︑
本
文
の
﹁
遣
唐
使
﹂
に
関
わ
る
全

て
の
記
述
を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
﹁
天
平
勝
宝
四
年
﹂
の
﹁
遣

唐
使
﹂
の
目
的
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
次
の
箇
所
で
あ
る
︒

こ
ん
ど
の
遣
唐
使
の
一
団
は
︑
唐
の
文
化
文
物
を
輸
入
す
る
目
的
の
ほ
か

に
︑
当
時
造
営
中
で
あ
っ
た
東
大
寺
の
大
仏
に
塗
る
金
が
不
足
し
て
い
る

の
で
︑
そ
れ
を
唐
に
求
め
る
使
命
を
も
併
せ
持
っ
て
い
た
︒

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
前
述
し
た
辻
善
之
助
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
中

の
﹁
こ
の
時
の
遣
唐
使
の
目
的
は
︑
当
時
造
営
中
の
東
大
寺
大
仏
に
塗
る
べ
き

黄
金
の
不
足
し
た
為
め
に
︑
こ
れ
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
が
主
な
る
用
で
あ
っ

た
ら
し
い
﹂
と
い
う
記
述
が
対
応
す
る
︒
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
で
は
﹁
あ
っ

た
ら
し
い
﹂
と
推
測
に
な
っ
て
い
る
が
︑
本
文
で
は
﹁
併
せ
持
っ
て
い
た
﹂
と

断
定
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
の
他
に
も
︑﹁
藤
原
清

河
﹂
が
﹁
玄
宗
﹂
と
対
面
す
る
次
の
場
面
に
つ
い
て
も
︑﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄

の
記
述
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
両
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒
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無
事
に
唐
土
を
踏
ん
だ
遣
唐
使
の
一
行
は
︑
そ
の
年
の
終
り
に
都
長
安
に

辿
り
着
い
て
︑
玄
宗
皇
帝
に
謁
見
し
た
︒
／
大
使
藤
原
清
河
は
名
門
の
出

で
︑
容
貌
端
麗
︑
立
居
振
舞
は
閑
雅
で
あ
っ
た
︒
時
に
清
河
は
四
十
七
歳

で
あ
っ
た
︒
玄
宗
皇
帝
は
︑
清
河
︑
真
備
等
を
見
て
︑
有
義
礼
儀
君
子
の

国
よ
り
使
臣
来
る
と
激
賞
し
︑
清
河
︑
真
備
︑
古
麿
の
肖
像
を
描
か
せ
て
︑

こ
れ
を
蕃
蔵
の
中
に
納
め
さ
せ
る
と
い
う
款
待
振
り
で
あ
っ
た
︒

︵﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
本
文
)

清
河
等
は
長
安
に
至
り
︑
玄
宗
皇
帝
に
謁
見
し
た
︒
玄
宗
皇
帝
清
河
等
の

儀
容
閑
雅
な
る
を
見
て
い
わ
く
︑
彼
国
賢
主
君
あ
り
︑
今
其
使
臣
を
観
る

に
︑
挙
止
常
に
異
れ
り
と
︒
即
ち
日
本
の
国
を
号
し
て
︑
有
義
礼
儀
君
子

之
国
と
称
し
た
︒
ま
た
勅
し
て
有
義
礼
儀
君
子
之
国
の
使
臣
大
使
清
河
︑

並
に
副
使
古
麻
呂
真
備
の
影
を
写
し
て
︑
之
を
蕃
蔵
の
中
に
納
め
た
︒

︵﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
)

各
傍
線
部
に
お
い
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
井
上
が
こ
の
部
分
を
構
成

す
る
た
め
に
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
記
述
を
参
照
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
︒
こ
の
他
に
も
﹁
天
平
宝
字
三
年
﹂
に
﹁
高
元
度
﹂
が
﹁
清
河
﹂
を
迎
え
に

渡
唐
す
る
場
面
や
︑﹁
清
河
﹂
の
娘
の
﹁
嬉
娘
﹂
が
乗
っ
た
船
が
遭
難
す
る
場

面
な
ど
も
︑
同
書
の
記
述
を
元
に
構
成
し
て
い
る
︒

こ
こ
ま
で
の
比
較
作
業
を
通
し
て
︑
井
上
は
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
の
﹁
遣
唐

使
﹂
に
関
わ
る
記
述
に
関
し
て
は
︑
木
宮
泰
彦
﹃
日
支
交
通
史
﹄
と
辻
善
之
助

﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
二
冊
を
中
心
に
構
成
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
る

だ
ろ
う⑲
︒
こ
こ
に
挙
げ
た
二
冊
の
文
献
は
︑
史
料
を
元
に
限
り
な
く
史
実
に
近

づ
こ
う
と
す
る
︑
言
わ
ば
年
代
記
的
な
も
の
で
あ
る
︒
井
上
が
そ
の
年
代
記
に

忠
実
に
﹁
遣
唐
使
﹂
に
関
わ
る
内
容
を
構
成
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑

﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
を
歴
史
小
説
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
あ
る
操
作
が
必

要
に
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
行
賀
﹂
と
﹁
遣
唐
使
﹂
た
ち
の
関
係
に
つ
い
て
の

記
述
は
史
料
に
は
な
く
︑
﹁
遣
唐
使
﹂
の
年
代
記
的
な
記
述
の
中
に
︑
﹁
行
賀
﹂

を
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
で
は
︑
井
上
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
二

つ
の
歴
史
を
接
続
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

三
︑
﹁
史
実
﹂
の
断
片
と
方
法
と
し
て
の
︿
視
点
﹀

本
文
で
は
﹁
行
賀
﹂
が
﹁
第
十
回
目
の
遣
唐
使
﹂
と
し
て
渡
唐
す
る
際
︑

﹁
真
備
﹂
と
﹁
同
船
﹂
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
史
料
に
は
そ
の
よ

う
な
記
述
は
な
い
︒
﹁
史
実
﹂
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
設
定
を
支
え
て
い

る
の
は
︑
前
掲
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
﹁
行
賀
の
入
唐
は
恐
ら
く
清
河
古
麻

呂
等
と
同
年
で
あ
っ
た
ろ
う
﹂
と
の
記
述
で
あ
る
︒
同
じ
﹁
遣
唐
使
団
﹂
の
一

員
で
あ
る
な
ら
ば
︑﹁
真
備
﹂
と
﹁
同
船
﹂
す
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
あ
り

得
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
た
設
定
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
行
賀
﹂
の
帰
国
に
関

し
て
も
︑﹁
行
賀
が
日
本
へ
向
か
う
渤
海
国
の
船
に
乗
っ
て
︑
肥
前
松
浦
郡
橘

浦
に
漂
着
し
た
の
は
延
暦
二
年
︵
西
紀
七
八
三
年
︶
の
秋
で
あ
っ
た
﹂
と
な
っ
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て
い
る
が
︑
こ
ち
ら
も
同
じ
く
﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
﹁
延
暦
二
年
帰
朝
と

い
う
が
正
し
か
ろ
う
と
思
う
﹂
と
の
記
述
を
元
に
︑﹁
延
暦
二
年
﹂
に
﹁
遣
唐

使
﹂
が
帰
国
し
た
と
い
う
﹁
史
実
﹂
が
な
い
こ
と
か
ら
︑﹁
行
賀
﹂
の
帰
国
を

﹁
渤
海
国
の
船
﹂
に
よ
る
も
の
と
し
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
設
定
も
﹁
史
実
﹂
で

は
な
く
︑﹃
増訂

海
外
交
通
史
話
﹄
の
著
者
の
歴
史
的
な
判
断
に
支
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
本
文
に
は
遣
唐
留
学
僧
と
し
て
の
﹁
行
賀
﹂
と
﹁
清
河
﹂
の
会
話
や
︑

﹁
行
賀
﹂
と
﹁
仲
麻
呂
﹂
の
邂
逅
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
史
実
﹂

を
担
保
す
る
文
献
は
な
い
︒
こ
れ
も
﹁
行
賀
﹂
と
﹁
清
河
﹂﹁
仲
麻
呂
﹂
の
留

学
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
典
拠
の
記
述
に
支
え
ら
れ
た
設
定
な
の
で
あ

る
︒こ

の
よ
う
に
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
お
い
て
井
上
が
行
っ
た
設
定
は
︑
典
拠
に

あ
る
記
述
を
可
能
な
限
り
尊
重
し
︑
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
歴
史
的
に
確
度

の
高
い
も
の
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
設
定
に
よ
っ
て
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は

年
代
記
的
な
記
述
か
ら
解
放
さ
れ
︑
歴
史
小
説
へ
と
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
︒
そ

の
飛
躍
は
物
語
の
末
尾
︑﹁
行
賀
﹂
の
﹁
涙
﹂
の
理
由
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
︒

典
拠
に
は
﹁
行
賀
大
に
愧
じ
て
涕
泣
滂
沱
た
り
﹂
と
あ
り
︑﹁
行
賀
﹂
の

﹁
涙
﹂
は
﹁
明
一
﹂
の
﹁
試
問
﹂
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
﹁
愧
じ
て
﹂

の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
本
文
で
は
﹁
涙
﹂
の
理
由
は
﹁
仲
麻
呂
と

清
河
﹂
そ
し
て
﹁
仙
雲
の
こ
と
が
憶
い
出
さ
れ
﹂
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
お
り
︑
こ
こ
に
井
上
の
意
識
的
な
操
作
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
三

人
は
﹁
遣
唐
使
﹂
と
し
て
唐
に
渡
り
︑
唐
に
残
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
︒﹁
行

賀
﹂
の
﹁
涙
﹂
を
唐
に
残
っ
た
者
達
へ
の
﹁
涙
﹂
と
意
味
づ
け
る
時
︑
そ
こ
に

は
﹁
遣
唐
使
﹂
に
向
け
た
新
た
な
ま
な
ざ
し
が
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
そ
れ
は
︑

井
上
が
参
照
し
た
い
か
な
る
文
献
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
ま
な
ざ
し
で
あ
る
︒

前
述
し
た
よ
う
に
︑
井
上
が
参
照
し
た
文
献
に
お
け
る
遣
唐
使
の
記
述
は

﹁
史
実
﹂
に
基
づ
い
た
年
代
記
的
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
年
代

記
的
な
記
述
は
︑
例
え
ば
﹃
日
支
交
通
史
﹄
に
﹁
我
が
天
平
時
代
に
於
け
る
燦

然
た
る
文
化
は
︑
実
に
こ
の
期
に
於
け
る
学
問
僧
・
学
生
に
負
う
所
が
多
い
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
遣
唐
使
﹂
を
唐
の
﹁
文
化
﹂
を
日
本
に
﹁
移
植
﹂
し
た
者

達
と
し
て
歴
史
に
定
位
す
る
語
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
で
焦

点
化
さ
れ
る
の
は
︑
﹁
行
賀
﹂
の
﹁
涙
﹂
の
場
面
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
日
本

に
文
化
を
﹁
移
植
﹂
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
﹁
真
備
﹂
で
は
な
く
︑
唐
に

残
っ
た
﹁
清
河
﹂﹁
仲
麻
呂
﹂﹁
仙
雲
﹂︑
そ
し
て
本
文
の
末
尾
に
置
か
れ
る

﹁
父
と
離
れ
て
住
む
の
は
嫌
﹂
だ
と
い
う
意
志
を
持
ち
な
が
ら
︑﹁
清
河
﹂
の

﹁
代
わ
り
﹂
に
﹁
朝
廷
﹂
に
﹁
差
し
出
﹂
さ
れ
る
﹁
嬉
娘
﹂
で
あ
る
︒
本
文
冒

頭
で
は
﹁
遣
唐
使
﹂
の
目
的
が
﹁
唐
の
文
化
文
物
を
輸
入
﹂
す
る
こ
と
で
あ
り
︑

そ
の
﹁
成
果
﹂
の
﹁
大
き
﹂
さ
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
︑
そ
の
﹁
遣
唐
使
﹂
と

い
う
制
度
に
よ
っ
て
日
本
に
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
物
や
︑
運
命

を
翻
弄
さ
れ
た
人
物
が
﹁
行
賀
﹂
の
視
点
に
よ
っ
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
で

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論
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あ
る
︒

お
わ
り
に

﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
お
け
る
﹁
遣
唐
使
﹂
達
の
姿
は
︑
史
料
に
基
づ
く
歴
史

学
が
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
︒
例
え
ば
﹃
増訂

海
外

交
通
史
話
﹄
は
﹁
清
河
﹂
が
﹁
帰
国
﹂
を
拒
ん
だ
理
由
と
し
て
︑
当
時
の
﹁
船

舶
構
造
の
脆
弱
﹂
性
と
︑﹁
航
海
術
の
幼
稚
な
る
こ
と
﹂
と
い
う
客
観
的
な
事

実
か
ら
︑﹁
清
河
﹂
が
航
海
を
恐
れ
た
為
だ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
︒
一
方
︑﹁
僧

行
賀
の
涙
﹂
で
は
︑﹁
日
本
の
為
政
者
へ
の
暗
黙
の
抗
議
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
︑
行
賀
の
心
に
は
映
っ
て
い
た
﹂
と
し
て
︑﹁
行
賀
﹂
の
視
点
を
通
し
て

﹁
清
河
﹂
が
﹁
帰
国
﹂
を
拒
ん
だ
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
行
賀
﹂

と
い
う
﹁
史
実
﹂
の
拘
束
力
が
少
な
い
人
物
の
視
点
を
通
し
て
︑
典
拠
が
語
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
﹁
遣
唐
使
﹂
達
の
歴
史
の
可
能
性
を
語
る
こ
と
︒
こ
れ

が
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
お
い
て
井
上
が
実
践
し
た
歴
史
小
説
の
方
法
だ
っ
た
の

で
あ
る
︒

歴
史
の
断
片
を
接
続
し
︑
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
く
る
可
能
性
と
し
て
の
歴
史

を
語
る
こ
と
︒
膨
大
な
史
料
を
博
捜
す
る
こ
と
で
完
成
し
た
﹁
天
平
の
甍
﹂
執

筆
以
前
に
︑
そ
の
歴
史
小
説
の
方
法
は
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意

味
で
は
︑﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
﹁
天
平
の
甍
﹂
の
﹁
雛
形
﹂
だ
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
井
上
自
身
が
述
べ
た
﹁
天
平
の
甍
﹂
の
﹁
主
題
﹂

は
﹁
天
平
の
輝
か
し
い
大
陸
か
ら
の
文
化
移
入
﹂
の
様
相⑳
で
あ
り
︑﹁
僧
行
賀

の
涙
﹂
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
た
﹁
主
題
﹂
が
︑
な
ぜ
﹁
天
平
の
甍
﹂
に
お
い
て

再
び
浮
上
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注①

例
え
ば
外
村
繁
は
﹁
小
説
月
評
﹂
︵﹁
文
学
界
﹂
第
�
巻
第
�
号
︑
昭
和
29
年
�
月

�
日
︑
文
藝
春
秋
社
︶
の
中
で
﹁
作
者
は
丹
念
に
そ
の
︵
行
賀
の
︱
引
用
者
注
︶
行

状
を
描
き
つ
つ
同
時
に
彼
︵
行
賀
︱
引
用
者
注
︶
の
性
格
を
も
浮
き
彫
り
し
よ
う
と

し
た
が
︑
こ
の
試
み
は
ど
う
も
充
分
成
功
し
て
ゐ
な
い
と
い
へ
る
︒
か
へ
つ
て
仙
雲

の
方
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
ゐ
て
︑
行
賀
の
受
身
の
生
き
方
か
ら
に
じ
み
出
て
く

る
べ
き
強
さ
を
巧
み
に
引
き
出
し
得
な
か
っ
た
や
う
だ
︒
し
た
が
つ
て
最
後
に
試
問

役
に
答
へ
ら
れ
ず
流
涙
す
る
行
賀
の
心
情
も
読
者
を
し
て
ハ
ッ
キ
リ
と
納
得
さ
せ
る

だ
け
の
力
を
も
つ
て
ゐ
な
い
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
平
野
謙
は
﹁
文
芸
時
評

歴
史
小

説
の
方
向
﹂
︵
﹁
朝
日
新
聞
﹂
朝
刊
︑
昭
和
29
年
年
�
月
28
日
︶
の
中
で
︑﹁
井
上
靖

の
二
作
︵﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
と
﹁
信
松
尼
記
﹂
︱
引
用
者
注
︶
は
︑
歴
史
の
波
動
に

ほ
ん
ろ
う
さ
れ
る
個
人
の
し
ょ
う
が
い
を
描
い
た
も
の
で
︑
一
見
無
感
動
な
筆
致
を

と
お
し
て
︑
個
人
の
運
命
が
よ
く
感
得
さ
れ
る
︒
お
そ
ら
く
現
在
に
お
け
る
歴
史
小

説
の
水
準
を
示
す
に
た
る
も
の
だ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

②

佐
野
雅
彦
﹁
井
上
靖
論
﹂
︵
﹁
創
造
﹂
第
�
号
︑
昭
和
32
年
11
月
�
日
︶

③

山
本
健
吉
﹁
解
説
﹂
︵
井
上
靖
文
庫
�
﹃
天
平
の
甍
・
異
域
の
人
﹄
昭
和
35
年
12

月
25
日
︑
新
潮
社
︶

④

例
え
ば
曾
根
博
義
は
﹁
解
説
﹂
︵
井
上
靖
﹃
異
域
の
人

幽
鬼
﹄
平
成
16
年
�
月

10
日
︑
講
談
社
文
芸
文
庫
︶
の
中
で
﹁
﹁
異
域
の
人
﹂
と
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
異
郷

で
の
長
い
暮
ら
し
が
人
間
を
変
え
て
し
ま
う
悲
劇
を
書
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論
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る
︒︵
中
略
︶︵﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
は
︱
引
用
者
注
︶﹁
異
域
の
人
﹂
を
受
け
継
ぎ
な
が

ら
次
の
長
編
﹃
天
平
の
甍
﹄
に
つ
な
が
る
作
品
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

⑤

井
上
靖
﹁﹃
唐
大
和
上
東
征
伝
﹄
の
文
章
﹂︵﹃
日
本
文
化
史
�

古
代
﹄
月
報
�
︑

昭
和
41
年
�
月
�
日
︑
筑
摩
書
房
︶

⑥

山
田
博
光
は
﹁
井
上
靖
﹃
天
平
の
甍
﹄﹂︵﹁
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹂
第
35
巻
第
�

号
︑
昭
和
45
年
�
月
�
日
︑
至
文
堂
︶
の
中
で
﹁
こ
の
作
品
︵﹁
天
平
の
甍
﹂
︱
引

用
者
注
︶
を
生
み
出
す
に
当
た
っ
て
︑
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
︑﹃
唐
大
和

上
東
征
伝
﹄
で
あ
る
︒
全
五
章
の
う
ち
︑
二
︑
三
︑
四
章
の
半
分
お
よ
び
五
章
の
五

分
の
一
は
︑
こ
の
書
に
も
と
づ
い
て
記
述
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

⑦

井
上
靖
﹁
遣
唐
船
の
こ
と
﹂︵﹁
日
中
文
化
交
流
﹂
第
�
号
︑
昭
和
32
年
�
月
�

日
︶

⑧

｢天
平
の
甍
﹂
は
﹁
中
央
公
論
﹂
第
72
年
第
�
号
︵
昭
和
32
年
�
月
�
日
︶
か
ら

第
72
年
第
10
号
︵
同
年
�
月
�
日
︶
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
︒

⑨

高
木
卓
﹁
遣
唐
船
﹂
は
﹁
作
家
精
神
﹂︵
創
刊
号
︑
昭
和
11
年
�
月
�
日
︶
に
発

表
さ
れ
︑
そ
の
後
﹁
芥
川
賞
候
補
﹂︵﹁
文
藝
春
秋
﹂
第
14
巻
第
�
号
︶
と
な
り
︑

﹁
文
藝
春
秋
﹂︵
第
14
巻
第
12
号
︑
昭
和
11
年
12
月
�
日
︶
に
再
録
さ
れ
た
︒
井
上
の

﹁
京
都
の
学
生
時
代
﹂
は
昭
和
七
年
四
月
か
ら
昭
和
十
一
年
三
月
ま
で
で
あ
り
︑﹁
京

都
の
学
生
時
代
﹂
に
﹁
遣
唐
船
﹂
を
読
ん
だ
可
能
性
は
な
い
が
︑
井
上
が
﹁
僧
行
賀

の
涙
﹂
執
筆
ま
で
に
﹁
遣
唐
船
﹂
を
読
み
︑
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
に
お
い
て
﹁
雨
雲
が
自
分
を
避
け
て
行

く
と
い
う
自
信
﹂
を
持
つ
﹁
真
備
﹂
の
姿
は
︑﹁
遣
唐
船
﹂
に
お
け
る
﹁
自
分
は
運

が
強
い
男
だ
﹂
と
信
じ
︑﹁
負
け
ん
気
の
剛
腹
な
性
格
﹂
で
あ
る
﹁
真
備
﹂
の
影
響

を
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

⑩

井
上
靖
﹁﹃
唐
大
和
上
東
征
伝
﹄
の
文
章
﹂︵
前
掲
︶

⑪

｢﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
関
連

メ
モ
︵
他
筆
︶﹂︵
資
料
番
号

6
9
7
9
2
-
2
3
0︑
県
立
神
奈

川
近
代
文
学
館
﹁
井
上
靖
文
庫
﹂
所
蔵
︶

⑫

｢﹁
天
平
の
甍
﹂
関
連

メ
モ
︵
他
筆
︶﹂︵
資
料
番
号

6
9
7
9
4
-
2
3
0
︑
県
立
神
奈
川

近
代
文
学
館
﹁
井
上
靖
文
庫
﹂
所
蔵
︶

⑬

｢類
聚
国
史
﹂
巻
百
四
十
七

文
部
下

律
令
格
式

撰
書
︵
黒
板
勝
美
編
﹃
類

聚
国
史

後
編
﹄
新
訂
増
補
國
史
大
系
第
�
巻
︑
昭
和
�
年
�
月
10
日
︑
吉
川
弘
文

館
︶

⑭

辻
善
之
助
﹃
増訂
海
外
交
通
史
話
﹄
︵
昭
和
�
年
�
月
15
日
︑
内
外
書
籍
︶

⑮

筑
波
藤
麿
﹁
日
唐
関
係
﹂︵
黒
板
勝
美
編
﹃
岩
波
講
座

日
本
歴
史
﹄
第
�
巻
︑

昭
和
�
年
12
月
30
日
︑
岩
波
書
店
︶

⑯

西
岡
虎
之
助
﹃
総
合
日
本
史
大
系

第
二
巻

奈
良
朝
﹄︵
大
正
15
年
�
月
28
日
︑

内
外
書
籍
︶

⑰

上
田
雄
﹃
遣
唐
使
全
航
海
﹄
︵
平
成
18
年
12
月
�
日
︑
草
思
社
︶

⑱

木
宮
泰
彦
﹃
日
支
交
通
史

上
巻
﹄
︵
大
正
15
年
�
月
�
日
︑
金
刺
芳
流
堂
︶

⑲

こ
の
二
冊
の
他
に
井
上
が
参
照
可
能
な
文
献
と
し
て
は
︑
井
上
の
蔵
書
︵
神
奈
川

近
代
文
学
館
﹁
井
上
靖
文
庫
﹂︶
に
あ
る
前
掲
西
岡
虎
之
助
﹃
総
合
日
本
史
大
系

第
二
巻

奈
良
朝
﹄
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
前
述
の
二
冊
と
比
べ
て
本
文
と
の
対
応
度

が
低
い
︒

⑳

井
上
靖
﹁
わ
が
小
説
28
﹃
天
平
の
甍
﹄﹂
︵
﹁
朝
日
新
聞
﹂
昭
和
36
年
12
月
�
日
︶

︹
付
記
︺

本
稿
で
引
用
し
た
井
上
靖
の
文
章
は
︑
原
則
と
し
て
﹃
井
上
靖
全
集
﹄
全
二

十
八
巻
・
別
巻
一
︵
平
成
七
年
四
月
二
十
日
～
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
︑

新
潮
社
︶
を
底
本
と
す
る
︒
ま
た
引
用
に
付
し
た
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で

あ
る
︒
関
係
資
料
の
引
用
・
閲
覧
に
つ
い
て
は
︑
井
上
修
一
氏
︑
神
奈
川
近
代

文
学
館
に
特
別
の
ご
高
配
を
頂
い
た
︒
深
く
謝
意
を
示
し
た
い
︒

井
上
靖
﹁
僧
行
賀
の
涙
﹂
論

三
〇
二


