
 
 

 

栗
を
食
う
娘
・
芋
頭
を
食
う
僧
都 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ー
『
徒
然
草
』
第
四
〇
段
・
第
六
〇
段
と
連
想
の
手
法
ー 
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【
要 

旨
】 

 

「
王
朝
物
語
的
章
段
」
に
つ
い
て
夙
に
指
摘
の
あ
る
、
類
話
や
物
語
中
の
同
様
場
面

を
「
連
想
」
す
る
こ
と
は
、
説
話
的
章
段
で
も
見
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
の
手
法
の
一
つ

で
あ
る
。
第
四
〇
段
で
は
娘
の
栗
偏
食
に
穀
断
ち
を
連
想
す
る
こ
と
で
「
パ
ロ
デ
ィ
」

的
な
お
か
し
み
を
も
た
ら
す
と
解
釈
し
た
。
こ
こ
で
穀
断
ち
が
連
想
さ
れ
て
い
れ
ば
、

三
木
紀
人
氏
も
「
第
四
十
段
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
」
と
言
わ
れ
る
、
作
品
中
の
も
う
一

人
の
偏
食
家
・
第
六
〇
段
の
盛
親
の
芋
頭
偏
食
に
も
、
そ
の
連
想
を
導
き
や
す
く
な

る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
パ
ロ
デ
ィ
的
に
働
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
者
に
盛
親
に

よ
る
偏
食
行
為
の
真
の
価
値
を
気
付
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
兼
好
の
資
質
と
も
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
た
連
想
の
手
法
は
、
章
段
の
多
様
な
読
み
を
作
る
装
置
に
な
っ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

  

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
『
徒
然
草
』
、
兼
好
法
師
、
偏
食
、
穀
断
ち
、
盛
親
、
栗
、
芋
頭 

    *
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一 

は
じ
め
に 

 

小
林
秀
雄
（
１
）
が
「
鈍
刀
を
使
つ
て
彫
ら
れ
た
名
作
」
と
言
い
、
「
徒
然
な
る
心

が
ど
ん
な
に
澤
山
な
事
を
感
じ
、
ど
ん
な
に
澤
山
な
こ
と
を
言
は
ず
に
我
慢
し
た
か
」

と
も
言
う
『
徒
然
草
』
第
四
〇
段
は
、
「
兼
好
の
感
想
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
汲
み
取
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
難
し
い
段
で
あ
る
」
（
２
）
。 

 
 

 

因
幡
国
に
、
何
の
入
道
と
か
や
い
ふ
者
の
娘
、
か
た
ち
よ
し
と
聞
き
て
人
あ

ま
た
言
ひ
わ
た
り
け
れ
ど
も
、
こ
の
娘
、
た
だ
栗
を
の
み
食
ひ
て
、
更
に
米
の
た

ぐ
ひ
を
食
は
ざ
り
け
れ
ば
、
「
か
か
る
異
様
の
も
の
、
人
に
見
ゆ
べ
き
に
あ
ら

ず
」
と
て
、
親
許
さ
ざ
り
け
り
。 

 
 

 
 

 
 

〔
『
徒
然
草
』
第
四
〇
段
〕 

 

本
稿
で
は
、
ま
ず
兼
好
の
語
り
の
手
法
を
参
考
に
し
て
こ
の
章
段
の
読
み
に
つ
い

て
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
、
第
六
〇
段
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。 

  
さ
て
、
第
四
〇
段
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
（
意
味
の
汲
み
取
り
方
）
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
本
稿
で
は
、
近
世
か
ら
あ
る
二
つ
の
解
釈
を
参
照
し
た
い
。
ま
ず
一
つ

は
、
娘
の
親
で
あ
る
入
道
が
娘
の
縁
談
を
断
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
、
褒
・
貶
の
両
説

で
あ
る
。 

 
 

 

師
（
松
本
注
＝
松
永
貞
徳
）
説
に
は
、
か
く
こ
と
や
う
な
る
女
な
り
と
も
、
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一



 

 

ほ
し
き
と
い
ふ
人
あ
ら
ば
、
其
く
せ
あ
る
由
を
い
ひ
き
か
せ
、
其
上
に
て
嫁
し

む
べ
き
事
を
、
終
に
ゆ
る
さ
ゞ
り
け
る
親
の
心
お
ろ
か
な
り
。
彼
上
人
（
松
本

注
＝
前
段
に
出
る
法
然
上
人
）
の
、
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
ど
ゝ
い
ひ
、
う
た
が

ひ
な
が
ら
も
な
ど
の
た
ま
へ
る
心
ば
へ
に
こ
と
な
る
事
を
そ
し
り
て
、
彼
段
の

次
に
か
け
り
と
い
へ
り
。
又
或
説
に
は
、
こ
と
や
う
な
る
女
な
れ
ば
、
か
た
ち

よ
け
れ
ど
も
嫁
を
ゆ
る
さ
ゞ
る
入
道
が
心
を
ほ
め
て
か
け
り
と
い
へ
り
。
此
段

を
見
て
、
の
ち
の
心
づ
か
ひ
と
せ
ん
志
あ
る
人
は
、
両
説
の
う
ち
こ
の
む
所
に

し
た
が
ひ
て
用
ベ
く
こ
そ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
『
徒
然
草
文
段
抄
』
〕 

 

現
代
の
注
釈
で
も
、 

 
 

 

一
段
の
中
心
は
、
多
く
の
人
に
求
婚
さ
れ
た
、
美
貌
の
娘
を
持
っ
た
親
が
、

娘
の
異
常
な
偏
食
癖
を
知
っ
て
、
「
か
か
る
異
様
の
者
、
人
に
見
ゆ
ベ
き
に
あ
ら

ず
」
と
判
断
し
て
、
結
婚
を
許
可
し
な
か
っ
た
、
そ
の
明
確
な
判
断
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
、
娘
の
人
間
と
し
て
の
限
界
を
見
抜
い
て
い
た
と
も
い
わ

れ
る
し
、
ま
た
、
結
婚
さ
せ
な
い
こ
と
で
、
娘
の
幸
福
を
守
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
安
良
岡
康
作
氏
『
徒
然
草
全
注
釈
』
〕
（
３
） 

 
 

 

兼
好
の
ね
ら
い
は
、
単
に
珍
談
と
し
て
綴
っ
た
の
で
は
な
く
、
娘
親
の
確
固

た
る
判
断
に
（
そ
の
褒
貶
は
と
も
か
く
）
、
着
目
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
稲
田
利
徳
氏
『
徒
然
草
』
〕
（
４
） 

と
、
入
道
の
判
断
を
主
題
と
考
え
る
注
釈
が
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
は
、 

 
 

 

源
氏
に
、
明
石
入
道
が
娘
の
こ
と
を
思
ひ
よ
せ
た
る
か
。 

〔
『
契
沖
書
入
』
〕 

 
 

 

『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
、
明
石
入
道
と
そ
の
娘
の
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の

よ
う
な
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
話
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
木
藤
才
蔵
氏
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
徒
然
草
』
〕
（
５
） 

 
 

 

婚
姻
を
め
ぐ
る
こ
の
二
者
（
松
本
注
＝
入
道
親
娘
）
の
ド
ラ
マ
は
、
虚
実
と

り
ま
ぜ
て
い
く
つ
か
思
い
出
さ
れ
る
。
『
契
沖
書
入
』
は
は
や
く
こ
の
話
に
つ

い
て
「
源
氏
に
、
明
石
入
道
が
娘
の
こ
と
を
思
ひ
よ
せ
た
る
か
」
と
し
て
い
る

の
は
同
じ
よ
う
な
想
定
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
例
を
は
じ
め
、

道
長
と
彰
子
、
清
盛
と
徳
子
な
ど
、
都
の
「
入
道
と
娘
」
の
い
く
つ
か
の
史
実

を
連
想
し
て
も
よ
か
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 

〔
三
木
紀
人
氏
・
講
談
社
学
術
文
庫
『
徒
然
草
全
訳
注
』
〕
（
６
） 

の
よ
う
に
、
入
道
「
親
娘
」
の
両
方
に
注
目
し
、
「
明
石
入
道
」
親
娘
な
ど
を
連
想
し

て
読
め
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
三
木
氏
は
「
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方
が
可
能
な

段
の
よ
う
で
も
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
別
の
連
想
、
あ
る
い
は

「
見
立
て
」
の
可
能
性
を
、
父
入
道
の
対
応
の
読
み
と
も
関
連
さ
せ
て
考
え
て
み
た

い
。 

  
 

 

二 

連
想
の
手
法 

 

第
四
〇
段
の
読
み
と
し
て
、
因
幡
国
の
入
道
親
娘
に
対
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
明

石
入
道
親
娘
や
史
実
の
藤
原
道
長
・
彰
子
、
平
清
盛
・
徳
子
親
娘
等
を
連
想
し
て
の
読

み
が
で
き
る
と
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
。
例
え
ば
、
明
石
入
道
親
娘
を
連
想
す
る

と
、
次
の
よ
う
な
読
み
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
両
者
を
重
ね
る
と
、
「
地
方
の

入
道
と
そ
の
娘
で
、
娘
は
美
人
と
の
噂
で
（
７
）
多
く
の
求
婚
者
が
あ
る
」
と
い
う
点

で
は
共
通
す
る
が
、
一
方
は
「
貴
種
流
離
」
の
光
源
氏
と
結
ば
れ
て
後
に
后
と
な
る
娘

を
生
み
、
他
方
は
極
端
な
偏
食
ゆ
え
父
入
道
に
「
異
様
な
る
も
の
」
と
判
断
さ
れ
て
結

婚
せ
ず
、
と
分
か
れ
る
対
照
性
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
構
図
が
相
似
す
る
だ
け
に
、
そ

の
後
の
対
比
が
焦
点
化
し
、
そ
こ
か
ら
皮
肉
や
滑
稽
感
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る

わ
け
で
、
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
評
さ
れ
も
す
る
所
以
で
あ
る
。 

  

さ
て
、
第
四
〇
段
に
関
し
『
契
沖
書
入
』
を
参
照
し
た
が
、
同
『
書
入
』
に
は
、
類

話
・
故
事
を
意
識
し
な
が
ら
章
段
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
他
に
も
あ
る
。

例
え
ば
、
第
六
九
段
に
つ
い
て
、 
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二



 

 

 
 

亦
成
真
僧
都
ト
此
段
ハ
古
事
ニ
相
似
タ
ル
コ
ト
、
和
漢
思
合
セ
テ
カ
ケ
リ
。 

と
あ
る
注
記
で
あ
る
。
ま
ず
第
六
九
段
は
、 

 
 

 
書
写
の
上
人
は
、
法
花
読
誦
の
功
つ
も
り
て
、
六
根
浄
に
か
な
へ
る
人
な
り

け
り
。
旅
の
仮
屋
に
立
ち
入
ら
れ
け
る
に
、
豆
の
殻
を
焚
き
て
豆
を
煮
け
る
音

の
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
を
聞
き
給
ひ
け
れ
ば
、
「
う
と
か
ら
ぬ
お
の
れ
ら
し
も
、

恨
め
し
く
我
を
ば
煮
て
、
辛
き
目
を
見
す
る
も
の
か
な
」
と
言
ひ
け
り
。
焚
か
る

る
豆
殻
の
、
は
ら
は
ら
と
鳴
る
音
は
、
「
我
が
心
よ
り
す
る
こ
と
か
は
。
焼
か
る

る
は
い
か
ば
か
り
堪
へ
が
た
け
れ
ど
も
、
力
な
き
事
な
り
。
か
く
な
恨
み
給
ひ

そ
」
と
ぞ
聞
え
け
る
。 

と
い
う
も
の
で
、
「
六
根
浄
」
を
得
た
高
徳
の
僧
・
性
空
が
、
宿
屋
で
豆
殻
で
豆
を
煮

る
音
を
、
煮
ら
れ
る
恨
み
言
と
そ
の
言
い
訳
の
会
話
と
聞
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
『
世
説
新
語
』
（
や
日
本
で
も
『
十
訓
抄
』
等
）
に
あ
る
曹
丕
と
曹
植
の

い
わ
ゆ
る
「
七
歩
の
詩
」
の
話
の
類
話
と
わ
か
る
。
兼
好
（
及
び
読
者
）
は
、
当
然
原

拠
の
話
は
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
連
想
し
重
ね
あ
わ
せ
て
書
い
て
い
る

と
の
指
摘
で
あ
る
。
読
者
も
日
本
の
高
徳
の
僧
が
曹
丕
・
曹
植
の
「
古
事
」
に
あ
る
の

と
同
じ
よ
う
な
豆
の
会
話
を
聞
い
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
は
ず
で
あ
る
。
近
世
の

注
釈
で
は
、
こ
の
他
に
も
動
物
同
士
の
会
話
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
。 

 

ま
た
、
「
成
真
僧
都
」
と
あ
る
の
は
第
六
〇
段
の
「
盛
親
僧
都
」
の
こ
と
と
思
わ

れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
見
る
が
、
そ
の
「
芋
頭
」
偏
食
に
関
連
し
て
、

『
契
沖
書
入
』
は
「
編
年
通
論
十
八
云
」
と
し
て
、
南
嶽
明
瓉
禅
師
が
芋
を
焼
い
て
宰

相
李
泌
に
勧
め
た
故
事
を
記
す
。
他
の
近
世
注
釈
書
に
は
ま
た
別
の
故
事
も
記
す
。 

 

実
際
に
ど
の
類
話
・
故
事
を
兼
好
が
連
想
し
て
い
た
か
は
、
確
認
す
る
こ
と
は
難

し
い
も
の
が
多
く
、
『
書
入
』
の
指
摘
も
少
々
疑
問
の
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ

う
に
、
「
物
語
や
史
実
の
中
の
類
話
・
類
例
を
連
想
し
、
両
者
を
重
ね
あ
る
い
は
対
比

し
て
意
味
を
汲
み
取
る
」
と
い
う
こ
と
は
兼
好
は
読
者
に
も
期
待
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
方
は
、
『
徒
然
草
』
の
中
に
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
『
書
入
』
を
始
め
、
近
世
の
注
釈
で
は
『
源
氏
物
語
』
『
枕
草
子
』

に
言
及
す
る
こ
と
も
多
く
、
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
王
朝
物
語
的
章
段
」
に
つ
い
て
見

て
お
こ
う
。 

 
 

 

「
王
朝
物
語
的
章
段
」
は
、
『
寿
命
院
抄
』
が
「
以
上
ノ
二
段
（
松
本
注
＝
百
四
・

百
五
段
の
こ
と
）
ハ
、
優
ニ
ヤ
サ
シ
キ
者
也
。
源
氏
枕
草
子
ノ
面
カ
ケ
誠
作
物
語
ノ
筆

法
ノ
眼
目
ア
ラ
ハ
レ
タ
リ
」
と
し
、
『
文
段
抄
』
が
「
源
氏
物
語
な
ど
の
筆
法
を
移
し

て
風
流
を
書
け
り
」
と
す
る
な
ど
、
「
古
注
が
源
氏
物
語
や
枕
草
子
の
面
影
を
見
、

「
作
物
語
」
的
な
印
象
を
既
に
記
し
て
い
る
」
（
８
）
。
こ
れ
に
は
第
三
二
段
、
四
三

段
、
四
四
段
、
一
〇
四
段
、
一
〇
五
段
等
が
該
当
し
、
『
源
氏
物
語
』
等
の
表
現
や
場

面
構
成
・
雰
囲
気
を
利
用
し
、
物
語
の
一
場
面
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
行
動
や
情
景

を
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
第
一
〇
五
段
と
『
兼
好
法
師
集
』
第
３
３
番
歌
の
詞
書
に
は
よ
く
似
た
場

面
設
定
・
描
写
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
・
場
面
設
定
と
深
い
関
連
が

あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

北
の
屋
か
げ
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
、
い
た
う
凍
り
た
る
に
、
さ
し
寄
せ
た

る
車
の
轅
も
、
霜
い
た
く
き
ら
め
き
て
、
有
明
の
月
さ
や
か
な
れ
ど
も
、
隈
な
く

は
あ
ら
ぬ
に
、
人
離
れ
な
る
御
堂
の
廊
に
、
な
み
な
み
に
は
あ
ら
ず
と
見
ゆ
る

男
、
女
と
な
げ
し
に
尻
か
け
て
、
物
語
す
る
さ
ま
こ
そ
、
何
事
に
か
あ
ら
ん
、
尽

き
す
ま
じ
け
れ
。
か
ぶ
し
・
か
た
ち
な
ど
、
い
と
よ
し
と
見
え
て
、
え
も
い
は
ぬ

匂
ひ
の
、
さ
と
か
を
り
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
け
は
ひ
な
ど
、
は
つ
れ
は
つ

れ
聞
え
た
る
も
ゆ
か
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔
『
徒
然
草
』
第
一
〇
五
段
〕 

 
 

 
 

 
 

 

冬
の
夜
、
荒
れ
た
る
所
の
簀
子
に
し
り
か
け
て
、
木
だ
か
き
松
の

木
の
間
よ
り
隈
な
く
も
り
た
る
月
を
見
て
、
あ
か
月
ま
で
物
が
た
り

し
侍
け
る
人
に 

 
 

お
も
ひ
い
づ
や
軒
の
し
の
ぶ
に
霜
さ
え
て
松
の
葉
わ
け
の
月
を
見
し
夜
は 
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三



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
『
兼
好
法
師
集
』
第
３
３
番
歌
〕 

 
 

 

神
無
月
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
月
お
も
し
ろ
か
り
し
夜
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
は
べ
る

に
、
あ
る
上
人
来
あ
ひ
て
、
こ
の
車
に
あ
ひ
乗
り
て
は
べ
れ
ば
、‥

‥

こ
の
女
の

家
は
た
避
き
ぬ
道
な
り
け
れ
ば
、
荒
れ
た
る
崩
れ
よ
り
池
の
水
か
げ
見
え
て
、

月
だ
に
宿
る
住
み
処
を
過
ぎ
む
も
さ
す
が
に
て
お
り
は
べ
り
ぬ
か
し
。
も
と
よ

り
さ
る
心
を
か
は
せ
る
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
男
い
た
く
す
ず
ろ
き
て
、
門
近

き
廊
の
簀
子
だ
つ
も
の
に
尻
か
け
て
と
ば
か
り
月
を
見
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔
『
源
氏
物
語
』
「
帚
木
」
巻
〕 

 

『
源
氏
物
語
』
の
他
の
巻
等
を
含
め
、
細
か
い
表
現
の
比
較
は
先
行
研
究
で
詳
細
に

検
討
さ
れ
て
い
る
（
９
）
の
で
省
略
す
る
が
、
兼
好
は
自
身
の
実
体
験
か
ら
、
平
安
時

代
の
作
り
物
語
中
の
同
様
の
場
面
を
連
想
し
、
そ
の
視
点
・
枠
組
み
を
利
用
し
て
改

め
て
見
つ
め
直
し
、
自
ら
を
第
三
者
に
見
立
て
て
描
い
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
読
者

は
、
そ
の
二
重
映
し
を
読
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
手
法
に
関
連
し
て
、
稲
田
利
徳
氏
（
10
）
は
、
第
七
一
段
に
、 

 
 

 

昔
物
語
を
聞
き
て
も
、
こ
の
比
の
人
の
家
の
、
そ
こ
ほ
ど
に
て
ぞ
あ
り
け
ん

と
覚
え
、
人
も
、
今
見
る
人
の
中
に
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
る
は
、
誰
も
か
く
覚
ゆ
る

に
や
。 

 
 

 

ま
た
、
如
何
な
る
折
ぞ
、
た
だ
い
ま
人
の
言
ふ
事
も
、
目
に
見
ゆ
る
物
も
、

わ
が
心
の
う
ち
も
、
か
か
る
事
の
い
つ
ぞ
や
あ
り
し
か
と
覚
え
て
、
い
つ
と
は

思
ひ
出
で
ね
ど
も
、
ま
さ
し
く
あ
り
し
心
地
の
す
る
は
、
我
ば
か
り
か
く
思
ふ

に
や
。 

と
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、 

 
 

 

こ
う
い
っ
た
心
理
の
不
思
議
な
作
用
を
、
「
誰
も
か
く
覚
ゆ
る
に
や
」
「
我
ば

か
り
か
く
思
ふ
に
や
」
と
重
ね
て
い
ぶ
か
る
。
か
か
る
経
験
は
誰
に
も
あ
る
心

理
作
用
だ
が
、
兼
好
は
そ
れ
が
人
一
倍
は
な
は
だ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

眼
前
の
光
景
や
人
物
の
営
為
を
見
て
、
す
ぐ
に
昔
物
語
の
同
類
の
場
面
を
重
ね

あ
わ
せ
て
ゆ
く
先
掲
の
章
段
（
松
本
注
＝
王
朝
物
語
的
章
段
の
こ
と
）
は
、
こ
の

よ
う
な
兼
好
の
資
質
と
脈
絡
を
も
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
兼
好
自
身
の
体
験
か
ら
王
朝
物
語
の
一
場
面
を
、
ま
た
「
昔

物
語
」
か
ら
現
在
の
誰
彼
を
、
さ
ら
に
自
身
の
体
験
の
中
で
も
現
在
の
出
来
事
を
過

去
の
同
様
の
出
来
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
連
想
し
重
ね
よ
う
と
す
る
。
王
朝
物
語
的
章
段

で
は
自
身
の
体
験
か
ら
物
語
中
の
同
様
の
一
場
面
が
連
想
さ
れ
る
の
に
対
し
、
説
話

的
章
段
で
は
、
第
六
九
段
の
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
出
来
事
の
類
話
・
話
型
が
連
想
さ

れ
、
重
ね
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
他
の
章
段
の
例
を
見
て
み
る
。 

  

例
え
ば
、
第
一
一
段
は
、
前
半
で
「
栗
栖
野
」
（
11
）
を
通
っ
て
さ
ら
に
奥
の
山
里

に
、
寂
し
く
風
流
に
住
み
な
す
遁
世
者
の
庵
を
見
つ
け
て
感
動
し
た
情
景
が
描
か
れ

る
。 

 
 

 

神
無
月
の
比
、
栗
栖
野
と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
、
あ
る
山
里
に
尋
ね
入
る
事
侍

り
し
に
、
遥
か
な
る
苔
の
細
道
を
ふ
み
わ
け
て
、
心
ぼ
そ
く
住
み
な
し
た
る
庵

あ
り
。
木
の
葉
に
埋
も
る
る
懸
樋
の
し
づ
く
な
ら
で
は
、
つ
ゆ
お
と
な
ふ
も
の

な
し
。
閼
伽
棚
に
菊
・
紅
葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
、
さ
す
が
に
住
む
人
の
あ

れ
ば
な
る
べ
し
。 

 
 

 

か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
と
、
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
、
か
な
た
の
庭
に
、

大
き
な
る
柑
子
の
木
の
、
枝
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る
が
ま
は
り
を
き
び
し
く
囲

ひ
た
り
し
こ
そ
、
少
し
こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
え
し
か
。 

 

前
半
の
描
写
に
は
『
源
氏
物
語
』
「
賢
木
」
巻
の
場
面
が
二
重
映
し
に
さ
れ
、
「
栗

栖
野
」
の
歌
枕
的
喚
起
力
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
読
者
は
作
り
物
語
の
一
場
面
で
あ
る

か
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
る
、
と
い
う
点
で
先
述
の
「
王
朝
物
語
的
章
段
」
の
手
法

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
続
く
後
半
で
は
、
蜜
柑
の
木
の
周
り
が
盗
難
よ
け
に
厳
重
に
囲

わ
れ
て
い
る
の
を
見
て
が
っ
か
り
し
た
、
と
い
う
オ
チ
が
付
く
。
幻
滅
し
た
の
で
あ

る
が
、
兼
好
の
「
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
え
し
か
」
と
い
う
感
想
に
注
目
し
た
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四



 

 

い
。
こ
こ
に
、
あ
る
話
型
が
連
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
兼
好
は
『
徒
然
草
』
中
で

「
鴨
長
明
が
四
季
物
語
」
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
同
じ
く
長
明
作
の
『
発
心
集
』
の

中
の
説
話
を
見
て
み
よ
う
（
12
）
。 

 
 

 

近
比
、
あ
る
僧
の
家
に
、
大
き
な
る
橘
の
木
あ
り
け
り
。
実
の
多
く
な
る
の

み
に
あ
ら
ず
、
其
の
味
も
心
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
主
の
僧
ま
た
、
た
ぐ
ひ
な
き
物

に
な
む
思
へ
り
け
る
。 

 
 

 

（
中
略
＝
隣
り
に
住
ん
で
い
た
尼
が
病
気
に
な
り
湯
水
も
飲
め
な
く
な
っ
た 

 
 

 

時
、
こ
の
橘
の
実
を
食
べ
た
い
と
望
ん
だ
が
、
僧
は
「
情
な
く
か
た
く
惜

し
み
て
、
一
つ
も
お
こ
せ
ず
」
。
恨
ん
だ
尼
は
死
後
、
そ
の
橘
の
実
を
食

い
尽
く
す
虫
と
な
る
） 

 
 

 

隣
り
の
僧
、
此
の
事
を
知
ら
ず
し
て
日
来
す
ぎ
け
る
程
に
、
こ
の
橘
の
落
ち

た
る
を
と
り
て
喰
は
ん
と
て
、
皮
を
む
き
て
見
る
に
、
橘
の
袋
ご
と
に
、
白
き
虫

の
五
六
分
ば
が
り
な
る
あ
り
。
驚
き
て
、
「
い
づ
れ
も
か
か
る
な
ん
め
り
や
」
と

思
ひ
て
、
見
れ
ば
、
そ
こ
ら
の
橘
、
さ
な
が
ら
同
じ
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
年

を
追
ひ
て
か
く
の
み
あ
り
け
れ
ば
、
「
何
に
か
は
せ
む
」
と
て
、
は
て
に
は
其
の

木
を
切
り
捨
て
て
げ
り
。 

 
 

 
 

〔
『
発
心
集
』
巻
八
・
第
８
話
「
老
尼
、
死
の
後
、
橘
の
虫
と
な
る
事
」
〕 

 
 

 

横
川
に
、
尊
勝
の
阿
閣
梨
陽
範
と
云
ひ
け
る
人
、
目
出
た
き
紅
梅
を
植
ゑ
て
、

ま
た
な
き
物
に
し
て
、
華
ざ
か
り
に
は
、
偏
に
此
れ
を
興
じ
つ
つ
、
自
ら
、
人
の

折
る
を
も
、
こ
と
に
惜
し
み
、
さ
い
な
み
け
る
程
に
、
い
か
が
思
ひ
け
ん
、
弟
子

な
ん
ど
も
ほ
か
へ
行
き
て
、
人
も
無
か
り
け
る
ひ
ま
に
、
心
も
な
き
小
法
師
の

独
り
あ
り
け
る
を
呼
び
て
、
「
よ
き
や
あ
る
。
持
て
来
よ
」
と
云
ひ
て
、
此
の
梅

の
木
を
土
き
は
よ
り
切
つ
て
、
上
に
砂
打
ち
散
ら
し
て
、
跡
形
な
く
て
居
た
り
。

弟
子
、
帰
り
て
、
驚
き
怪
し
み
て
故
を
問
ひ
け
れ
ば
、
「
唯
、
よ
し
な
け
れ
ば
」

と
ぞ
答
へ
け
る
。 

 
 

 
 

 

〔
『
発
心
集
』
巻
一
・
第
７
話
後
半
「
陽
範
阿
閣
梨
、
梅
木
を
切
る
事
」
〕 

 

い
ず
れ
の
話
も
、
僧
が
木
を
大
切
に
す
る
余
り
、
他
の
人
を
よ
せ
つ
け
ず
そ
の
花

や
実
を
独
り
占
め
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
一
つ
目
の
話
は
隣
家
の
尼
が

虫
に
転
生
し
橘
の
木
は
切
り
倒
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
二
つ
目
の
話
は
、
自
ら
そ

の
執
心
の
罪
に
気
付
き
、
切
り
倒
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
れ
ら
の
話
は
「
対

象
の
木
が
な
い
状
態
に
な
る
」
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
点
で
兼
好
の
感
想
と
響
き
合

う
。
他
に
も
、
『
発
心
集
』
に
は 

 
 

 

六
波
羅
寺
の
住
僧
幸
仙
と
云
ひ
け
る
者
は
、
年
来
道
心
深
か
り
け
る
が
、
橘

の
木
を
愛
し
、
い
さ
さ
か
彼
の
執
心
に
よ
り
て
、
く
ち
な
は
と
成
つ
て
、
彼
の
木

の
下
に
ぞ
住
み
け
る
。
委
く
は
伝
に
あ
り
。 

〔
『
発
心
集
』
巻
一
・
第
８
話
末
尾
「
六
波
羅
寺
幸
仙
、
橘
木
を
愛
す
る
事
」
〕
（
13
） 

と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
説
話
も
あ
る
。 

 

兼
好
は
、
単
に
物
語
的
興
趣
が
損
な
わ
れ
幻
滅
し
た
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
僧
が

樹
木
に
執
着
す
る
と
い
う
説
話
の
話
型
を
も
連
想
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
第
一
一
話
は
、
王
朝
物
語
的
章
段
に
見
ら
れ
る
連
想
の
手
法
と
、
説
話
的
章

段
の
連
想
の
手
法
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
第
六
八
段
は
、
「
大
根
の
恩
返
し
」
と
も
言
う
べ
き
内
容
で
、
筑
紫
の
何
が
し

の
横
領
使
が
毎
日
大
根
を
二
つ
ず
つ
食
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
敵
に
攻
め
入
ら
れ
た
時
、

大
根
の
精
二
人
が
加
勢
し
て
助
け
て
く
れ
た
、
と
い
う
話
（
14
）
。
末
尾
に
「
深
く
信

を
い
た
し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら

は
、
何
か
特
定
の
説
話
に
絞
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
話
型
と
し
て
よ
く
あ
る
「
神

仏
霊
験
譚
」
が
連
想
さ
れ
て
お
り
、
「
神
仏
な
ら
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
大
根
で
あ
っ
て
も

深
く
信
じ
れ
ば
こ
の
よ
う
に‥

‥

」
と
、
重
ね
た
上
で
対
比
す
る
意
識
が
う
か
が
わ

れ
よ
う
。
『
契
沖
書
入
』
に
も
、
こ
の
段
に
つ
い
て
「
ま
し
て
仏
神
ヲ
つ
ね
に
信
し

て
、
其
徳
有
ま
し
く
や
」
と
あ
っ
て
、
連
想
・
対
比
さ
れ
て
い
る
。
大
根
の
助
っ
人
で

も
あ
り
が
た
い
話
で
は
あ
ろ
う
が
、
連
想
の
中
で
「
神
仏
」
霊
験
譚
の
話
型
が
比
較
さ

れ
る
と
、
お
か
し
み
が
湧
く
話
で
あ
る
。 
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五



 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
王
朝
物
語
的
章
段
に
加
え
、
説
話
的
章
段
に
も
、
類
話
や
故
事
・
話
型

が
連
想
さ
れ
、
そ
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
り
読
み
が
広
が
る
手
法
が
確
認
出
来
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 

三 
娘
の
偏
食 

 

前
節
ま
で
を
参
考
に
、
改
め
て
第
四
〇
段
を
考
え
て
見
る
。
こ
の
章
段
で
語
ら
れ

て
い
る
出
来
事
は
、
栗
ば
か
り
食
べ
る
娘
を
、
そ
の
父
入
道
は
「
異
様
の
も
の
」
と
判

断
し
て
多
く
の
求
婚
を
退
け
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
話
の
中
の
「
更
に
米
の
た

ぐ
ひ
を
食
は
ざ
り
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
「
た
だ
栗
を
の
み
食
」
う
と
だ
け

言
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
表
現
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
娘
の
偏
食
に
別
の
意
味
が
連

想
と
し
て
呼
び
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 

今
昔
、
比
叡
ノ
山
ニ
玄
常
ト
云
フ
僧
有
ケ
リ
、
本
、
京
ノ
人
也
。
幼
ク
シ
テ

比
叡
ノ
山
ニ
登
テ
、
出
家
シ
テ
師
ニ
随
テ
法
門
ノ
道
ヲ
習
フ
ニ
、
悟
リ
有
テ
、
弘

ク
其
ノ
義
理
ヲ
知
レ
リ
。 

 
 

 
‥

‥

本
山
ヲ
去
テ
幡
磨
ノ
国
、
〔 

 

〕
雪
彦
山
ニ
移
リ
住
シ
ヌ
。
静
ニ
籠

居
テ
、
懃
ニ
修
行
ジ
ケ
リ
。
一
百
果
ノ
栗
ヲ
以
テ
一
夏
九
旬
ヲ
過
シ
、
一
百
果

ノ
柚
ヲ
以
テ
三
冬
ノ
食
ト
シ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。 

 
 

〔
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
・
第
２
７
話
「
比
叡
山
僧
玄
常
誦
法
花
四
要
品
語
」
〕 

 

つ
ま
り
、
「
栗
」
だ
け
を
食
べ
米
な
ど
の
穀
類
を
食
べ
な
い
こ
と
は
、
仏
道
修
行
の

「
穀
断
ち
」
に
類
似
す
る
行
為
と
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。 

 
 

 

仏
道
修
行
や
願
を
立
て
る
た
め
、
穀
物
を
食
べ
な
い
で
木
の
実
、
草
の
根
な

ど
で
生
活
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

〔
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
「
穀
断
ち
」
〕 

 
 

 

修
行
の
た
め
に
、
米
あ
る
い
は
穀
物
類
を
食
べ
ぬ
こ
と
。
「
或
い
は
七
日
、

或
い
は
二
七
日
（
ふ
た
な
ぬ
か
）
穀
を
断
ち
漿
（
こ
む
つ
）
を
断
ち
て
心
に
願
ふ

事
を
祈
請
す
る
に
（
今
昔･

四･

二
八
）
」
の
よ
う
に
、
所
願
成
就
の
た
め
に
一
時

的
に
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
堅
固
な
道
心
の
し
る
し
と
し
て
永
続
的
に
行
う

こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
仙
術
を
習
得
す
る
道
で
も
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
「
穀
断
ち
」
〕 

 

仏
教
説
話
・
往
生
伝
・
神
仙
伝
類
だ
け
で
な
く
、
こ
の
穀
断
ち
と
い
う
行
為
は
貴
族

日
記
や
文
書
に
も
記
述
さ
れ
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
が
文
字
通
り
の
「
穀
断
ち
」
か
は
不

明
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
仏
道
修
行
は
事
実
と
考
え
ら
れ
、
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。 

 
 

 

今
昔
、
陽
勝
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。‥

‥

堅
固
ノ
道
心
発
テ
、
本
山
ヲ
去
ナ
ム 

 

ト
思
フ
心
付
ヌ
。
遂
ニ
山
ヲ
出
テ
、
金
峰
ノ
仙
ノ
旧
室
ニ
至
リ
ヌ
。
亦
、
南
京
ノ

牟
田
寺
ニ
籠
リ
居
テ
、
仙
ノ
法
ヲ
習
フ
。
始
ハ
穀
ヲ
断
テ
菜
ヲ
食
フ
。
次
ニ
ハ
亦

菜
ヲ
断
テ
菓
蓏
ヲ
食
フ
。
後
ニ
ハ
偏
ニ
食
ヲ
断
ツ
。
但
シ
、
日
ニ
粟
一
粒
ヲ
食

フ
、
身
ニ
ハ
藤
ノ
衣
ヲ
着
タ
リ
。
遂
ニ
食
ヲ
離
レ
ヌ
。 

 
 

 
 

 
 

〔
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
・
第
３
話
「
陽
勝
修
苦
行
成
仙
人
語
」
〕 

 
 

 

昔
、
摂
津
の
国
の
山
の
中
に
、
あ
や
し
の
草
庵
し
て
、
尼
の
住
む
あ
り
け
り
。

五
穀
を
断
ち
て
、
い
ち
ゐ
樫
の
実
お
な
ん
取
り
置
き
て
、
食
ひ
物
に
は
調
じ
け

る
。 

 
 

 

〔
『
閑
居
友
』
下
・
一
「
摂
津
の
国
の
山
中
の
尼
の
発
心
事
」
〕 

 
 

 

吾
れ
去
ん
じ
天
長
九
年
十
一
月
十
二
日
よ
り
深
く
穀
味
を
厭
ひ
て
専
ら
坐
禅

を
好
む
。
み
な
是
令
法
久
住
の
勝
計
、
并
び
に
末
世
後
生
の
弟
子
門
徒
等
の
為

な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
空
海
「
御
遺
告
」
〕 

 
 

 

高
野
の
穀
断
聖
人
〈
行
勝
房
〉
（
15
）
来
た
る
。
数
刻
談
語
す
。
此
の
聖
人

奇
異
の
霊
験
等
有
り
と
云
々
。
余
之
を
問
ふ
。
粗
ら
こ
れ
が
実
を
語
る
。
仰
ぎ
て

信
ず
べ
き
歟
。
天
下
直
な
る
べ
き
の
由
、
去
冬
夢
想
有
り
と
云
々
。
件
の
僧
去
春

比
よ
り
祈
を
示
し
付
く
る
者
な
り
。
余
及
び
女
房
、
大
将
の
姫
君
等
皆
護
身
を

受
け
了
ん
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
二
月
三
日
条
〕 

 

娘
の
偏
食
の
あ
り
方
が
「
穀
断
ち
」
と
い
う
崇
高
な
苦
行
に
見
立
て
ら
れ
る
と
、
本

章
段
の
出
来
事
に
、
高
僧
伝
や
往
生
譚
の
話
型
が
重
ね
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど

に
仏
道
に
熱
心
な
娘
が
、
入
道
の
好
判
断
の
結
果
お
そ
ら
く
一
生
不
犯
を
通
し
、
娘
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の
本
意
（
？
）
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
説
話
的
読
み
が
可
能
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
は
、
入
道
は
娘
を
「
異
様
の
も
の
」
と
考
え
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
結

婚
は
無
理
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
近
世
以
来
の
注
釈
で
こ
の
段
を
『
源
氏
物
語
』
の

明
石
入
道
親
娘
な
ど
を
連
想
し
て
そ
の
「
パ
ロ
デ
ィ
」
と
見
る
見
方
を
挙
げ
た
が
、
別

の
読
み
方
と
し
て
、
穀
断
ち
を
モ
チ
ー
フ
に
持
つ
高
僧
伝
・
往
生
譚
の
話
型
を
連
想

す
る
こ
と
で
、
苦
行
を
行
う
娘
と
そ
の
父
「
入
道
」
と
い
う
話
に
対
す
る
パ
ロ
デ
ィ
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 

四 

盛
親
僧
都
の
偏
食 

 

第
六
〇
段
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
も
若
干
触
れ
た
が
、
本
節
で
は
も
う
少
し
詳
し

く
こ
の
段
を
見
て
み
る
。 

 

さ
て
、
第
六
〇
段
の
盛
親
僧
都
は
、
第
四
〇
段
の
娘
以
外
に
も
う
一
人
『
徒
然
草
』

中
に
描
か
れ
る
偏
食
で
大
食
の
登
場
人
物
で
あ
る
。 

 
 

 

真
乗
院
に
盛
親
僧
都
と
て
、
や
ん
ご
と
な
き
智
者
あ
り
け
り
。
芋
頭
と
い
ふ

物
を
好
み
て
、
多
く
食
ひ
け
り
。
談
義
の
座
に
て
も
、
大
き
な
る
鉢
に
う
づ
た
か

く
盛
り
て
、
膝
も
と
に
置
き
つ
つ
、
食
ひ
な
が
ら
文
を
も
読
み
け
り
。
患
ふ
事
あ

る
に
は
、
七
日
、
二
七
日
な
ど
、
療
治
と
て
籠
り
居
て
、
思
ふ
や
う
に
よ
き
芋
頭

を
え
ら
び
て
、
こ
と
に
多
く
食
ひ
て
、
万
の
病
を
癒
や
し
け
り
。
人
に
食
は
す
る

事
な
し
。
た
だ
ひ
と
り
の
み
ぞ
食
ひ
け
る
。 

 
 

 

き
は
め
て
貧
し
か
り
け
る
に
、
師
匠
、
死
に
さ
ま
に
、
銭
二
百
貫
と
坊
ひ
と

つ
を
ゆ
づ
り
た
り
け
る
を
、
坊
を
百
貫
に
売
り
て
、
彼
是
三
万
疋
を
芋
頭
の
銭

と
さ
だ
め
て
、
京
な
る
人
に
あ
づ
け
お
き
て
、
十
貫
づ
つ
と
り
よ
せ
て
、
芋
頭
を

乏
し
か
ら
ず
召
し
け
る
ほ
ど
に
、
又
、
異
用
に
用
ふ
る
こ
と
な
く
て
、
そ
の
銭
み

な
に
成
り
に
け
り
。
「
三
百
貫
の
物
を
貧
し
き
身
に
ま
う
け
て
、
か
く
は
か
ら
ひ

け
る
、
誠
に
有
難
き
道
心
者
な
り
」
と
ぞ
、
人
申
し
け
る
。
（
後
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
『
徒
然
草
』
第
六
〇
段
〕 

 

盛
親
僧
都
の
詳
し
い
伝
記
は
わ
か
ら
な
い
が
、
兼
好
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
真
言
僧
で

あ
る
。
さ
て
、
本
段
の
一
つ
め
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
右
に
掲
げ
た
こ
の
盛
親
が
芋
頭
を

嗜
癖
し
て
、
三
百
貫
の
銭
を
す
べ
て
芋
頭
代
に
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で

あ
る
。
偏
食
の
程
度
を
考
え
る
た
め
に
、
極
め
て
不
正
確
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
日
に
ど

れ
く
ら
い
を
食
べ
た
こ
と
に
な
る
か
、
試
み
に
計
算
し
て
み
よ
う
。 

 

盛
親
の
芋
頭
代
は
、
全
部
で
銭
三
百
貫
（
三
万
疋
）
で
あ
り
、
『
百
錬
抄
』
寛
喜
二

年
（
一
二
三
〇
）
六
月
二
十
四
日
条
に
「
銭
一
貫
を
以
て
米
一
石
に
直
る
べ
き
の
由
、

宣
旨
下
さ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
米
三
百
石
に
相
当
す
る
。
米
一
升
が
大
体

１
．
４
６
㎏
で
計
算
す
る
と
、
そ
れ
は
４
万
３
８
０
０
㎏
に
な
る
。
当
時
の
米
や
里
芋

の
価
格
が
わ
か
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
難
し
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
先
は
、
現
代
の
物
価
で

考
え
る
こ
と
に
す
る
。
稿
を
成
し
て
い
る
二
〇
二
二
年
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

略
に
起
因
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
な
ど
で
、
例
年
に
比
べ
少
し
高
め
と
思
わ

れ
る
が
、
近
所
の
ス
ー
パ
ー
で
は
、
里
芋
３
５
０
㌘
が
２
５
０
円
（
税
抜
き
）
で
売
ら

れ
て
い
る
。
一
方
、
米
価
は
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
一
応
、
高
級
米

で
も
格
安
品
で
も
な
く
、
１
０
㎏
で
４
０
０
０
円
（
同
）
と
し
て
お
く
。
米
４
万
３
８

０
０
㎏
は
１
７
５
２
万
円
に
相
当
し
、
里
芋
が
２
万
４
５
２
８
㎏
買
え
る
こ
と
に
な

る
。
中
程
度
の
大
き
さ
の
も
の
が
一
個
７
０
㌘
と
し
て
、
３
５
万
４
０
０
個
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
師
匠
の
死
去
か
ら
何
年
か
け
て
食
い
つ
ぶ
し
た
か
だ
が
、
二
十
年
と
し
て

毎
日
四
十
八
個
、
十
五
年
で
完
食
し
た
と
す
る
と
、
毎
日
六
十
数
個
食
べ
続
け
た
計

算
に
な
る
（
16
）
。
銭
を
預
け
て
お
い
た
「
京
な
る
人
」
が
、
こ
の
時
期
盛
ん
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
現
代
で
言
う
金
融
業
者
で
あ
れ
ば
、
利
子
が
つ
い
た
な
ら
、
さ
ら
に
多

く
を
食
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
盛
真
僧
都
は
、
こ
れ
を
人
に
与
え
ず
一
人
で
食

い
潰
し
た
。
談
義
の
場
で
仏
書
を
講
ず
る
際
も
食
い
続
け
た
。「
よ
ろ
づ
自
由
」（
17
）

な
、
「
世
を
か
ろ
く
思
ひ
た
る
曲
者
」
の
面
目
躍
如
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
の
計
算
は
米
・
里
芋
と
も
に
現
代
の
価
額
に
よ
る
も
の
で
、
正

確
な
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
あ
て
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
く
ら
盛
親
が
「
大
食
」
と
は
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言
え
、
一
日
の
食
事
の
か
な
り
の
部
分
が
芋
頭
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の

は
わ
か
る
。
本
文
に
あ
え
て
師
匠
か
ら
の
遺
産
の
具
体
的
な
金
額
を
挙
げ
る
こ
と
で
、

盛
親
と
も
ほ
ぼ
同
時
代
の
読
者
に
は
実
感
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

病
気
の
際
な
ど
は
何
週
間
に
も
わ
た
っ
て
芋
頭
を
こ
と
に
多
く
食
べ
込
ん
だ
と
さ
れ

る
。
盛
親
「
僧
都
」
は
「
出
仕
し
て
饗
膳
な
ど
に
つ
く
」
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
だ
し
、

「
米
の
た
ぐ
ひ
を
食
は
」
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
れ
だ

け
芋
頭
に
食
が
集
中
す
れ
ば
、
穀
類
を
食
べ
る
こ
と
の
な
い
日
も
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。 

 

一
方
、
三
百
貫
を
他
の
食
べ
物
な
ど
別
の
用
途
に
使
わ
な
か
っ
た
無
欲
さ
は
、
人
々

に
「
誠
に
有
り
難
き
道
心
者
な
り
」
と
評
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
『
全
訳
注
』
も

「
特
定
の
食
物
へ
の
偏
愛
と
い
う
点
で
は
、
第
四
十
段
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
が
、
こ

れ
は
、
主
人
公
の
す
さ
ま
じ
い
嗜
好
が
超
越
的
な
精
神
世
界
を
示
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
偏
食
は
、
単
に
「
曲
者
」
の
奇
行
の
一
つ
と
し
て

描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
盛
親
の
仏
教
的
な
あ
り
方
に

関
わ
る
行
為
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
病
気
の
際
に
「
七
日
、
二
七
日
な

ど
、‥

‥

籠
り
居
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
で
の
所
願
成
就
の
祈
願
の
方

法
で
あ
る
（
先
掲
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
参
照
）
。
つ
ま
り
、
欲
望
を
ふ
り
落
と
し
、

心
身
を
回
復
さ
せ
も
す
る
盛
真
の
芋
頭
偏
食
は
、
そ
れ
と
意
識
し
て
の
修
行
と
は
描

か
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
「
穀
断
ち
」
に
近
い
行
為
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

章
段
末
で
兼
好
は
、
盛
真
を
「
尋
常
な
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ど
も
、
人
に
厭
は
れ
ず
、

よ
ろ
づ
許
さ
れ
け
り
。
徳
の
い
た
れ
り
け
る
に
や
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価

に
つ
い
て
、
『
全
注
釈
』
は
「
盛
親
の
自
由
境
が
、
単
な
る
わ
が
ま
ま
で
は
な
く
し

て
、
そ
の
人
格
的
精
進
の
到
り
達
し
た
所
に
展
開
し
た
、
超
常
識
的
な
個
性
的
絶
対

性
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
兼
好
が
直
感
し
た
が
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と

し
、
『
全
訳
注
』
も
「
さ
す
が
の
兼
好
も
、
盛
親
を
「
ま
こ
と
の
人
」
（
第
三
十
八

段
）
の
実
例
と
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
。
盛
親
の
「
自
由
」
さ
は
、

「
曲
者
」
の
奇
行
の
レ
ベ
ル
を
突
き
抜
け
て
、
「
徳
の
い
た
」
り
に
達
す
る
。
盛
親

の
偏
食
が
そ
の
過
程
に
参
与
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
穀
断
ち
に
見
立
て
る
こ
と
は
、

行
為
の
外
形
的
類
似
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
の
真
の
意
味
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
穀
断
ち
の
見
立
て
に
よ
り
連
想
さ
れ
る
高
僧
伝
の
話
型
は
、
本
章
段
に
お

い
て
は
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
、
型
破
り
な
が
ら
本
物
の
「
高
僧
」
の
伝
記
を
形
作
る

の
で
あ
る
。 

  
 

 

五 

お
わ
り
に 

 

「
王
朝
物
語
的
章
段
」
に
つ
い
て
夙
に
指
摘
の
あ
る
、
類
話
や
物
語
中
の
同
様
場
面

を
「
連
想
」
す
る
こ
と
は
、
説
話
的
章
段
で
も
見
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
の
手
法
の
一
つ

で
あ
る
。
第
四
〇
段
で
は
娘
の
栗
偏
食
に
穀
断
ち
を
連
想
す
る
こ
と
で
「
パ
ロ
デ
ィ
」

的
な
お
か
し
み
を
も
た
ら
す
と
解
釈
し
た
。
こ
こ
で
穀
断
ち
が
連
想
さ
れ
て
い
れ
ば
、

三
木
紀
人
氏
も
「
第
四
十
段
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
」
と
言
わ
れ
る
、
作
品
中
の
も
う
一

人
の
偏
食
家
・
第
六
〇
段
の
盛
親
の
芋
頭
偏
食
に
も
、
そ
の
連
想
を
導
き
や
す
く
な

る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
パ
ロ
デ
ィ
的
に
働
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
者
に
偏
食
行

為
の
盛
親
に
と
っ
て
の
真
の
価
値
を
気
付
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
兼
好
の
資
質
と
も

関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
た
連
想
の
手
法
は
、
章
段
の
多
様
な
読
み
を
作
る
装
置
に
な

っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

  

【
注
】 

（
１
）
小
林
秀
雄
「
徒
然
草
」
（
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
七
巻
「
歴
史
と
文
學
・
無
常

と
い
ふ
事
」
・
新
潮
社
・
２
０
０
１
年
１
０
月
。
初
出
は
「
文
學
界
」
昭
和
１
７
年
８

月
） 

（
２
）
久
保
田
淳
氏
「
徒
然
草
評
釈
・
九
十
八
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
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八



 

 

１
９
８
７
年
１
０
月
） 

（
３
）
角
川
書
店
・
１
９
６
７
年
２
月 

（
４
）
貴
重
本
刊
行
会
・
２
０
０
１
年
７
月 

（
５
）
新
潮
社
・
１
９
７
７
年
３
月 

（
６
）
講
談
社
・
１
９
７
９
年
９
月 

（
７
）
明
石
上
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
「
若
紫
」
巻
で
、
光
源
氏
の
家
司
・
良

清
が
、
「
け
し
う
は
あ
ら
ず
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
な
り
」
と
語
る
。 

（
８
）
伊
藤
伸
江
氏
「
『
徒
然
草
』
第
百
四
段
の
筆
法―

王
朝
的
章
段
の
描
き
た
か
っ

た
も
の
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
２
０
０
１
年
８
月
）
。
王
朝
物
語
的
章
段
に
つ
い
て

は
、
他
に
稲
田
利
徳
氏
「
「
徒
然
草
」
の
虚
構
性
」
（
『
徒
然
草
論
』
（
笠
間
書
院
・

２
０
０
８
年
１
１
月
）
所
収
。
初
出
は
、
『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
三
巻
第
六
号
・

昭
和
５
１
年
６
月
）
、
藤
崎
祐
二
氏
「
『
徒
然
草
』
第
百
五
段
考
：
典
拠
と
虚
構
性
に

つ
い
て
」
（
「
語
文
研
究
」
第
１
０
８
・
１
０
９
号
＝
２
０
１
０
年
６
月
）
等
、
様
々

な
観
点
か
ら
の
考
察
が
あ
る
。 

（
９
）
前
掲
、
伊
藤
氏
・
藤
崎
氏
論
文
等
。 

（
10
）
（
８
）
に
挙
げ
た
稲
田
氏
論
文
に
同
じ
。 

（
11
）
小
川
剛
生
氏
『
徒
然
草
を
よ
み
な
お
す
』
（
筑
摩
書
房
・
２
０
２
０
年
１
０

月
）
参
照
。 

（
12
）
『
発
心
集
』
の
成
立
に
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
巻
八
ま
で
含
め
て
兼
好

は
読
ん
だ
と
考
え
て
お
く
。 

（
13
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
・
第
４
２
話
「
六
波
羅
僧
講
仙
、
聞
説
法
花
得
益

語
」
に
詳
し
い
同
話
が
あ
る
。
他
に
『
大
日
本
国
法
華
験
記
』
上
・
３
７
、
『
拾
遺
往

生
伝
』
中
・
２
な
ど
に
も
。 

（
14
）
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 

筑
紫
に
、
な
に
が
し
の
押
領
使
な
ど
い
ふ
や
う
な
る
も
の
の
あ
り
け
る
が
、

土
大
根
を
万
に
い
み
じ
き
薬
と
て
、
朝
ご
と
に
二
つ
づ
つ
焼
き
て
食
ひ
け
る
事
、

年
久
し
く
な
り
ぬ
。
あ
る
時
、
館
の
内
に
人
も
な
か
り
け
る
隙
を
は
か
り
て
、
敵

襲
ひ
来
り
て
囲
み
攻
め
け
る
に
、
館
の
内
に
兵
二
人
出
で
来
て
、
命
を
惜
し
ま

ず
戦
ひ
て
、
皆
追
ひ
返
し
て
げ
り
。
い
と
不
思
議
に
覚
え
て
、
「
日
比
こ
こ
に
も

の
し
給
ふ
と
も
見
ぬ
人
々
の
、
か
く
戦
ひ
し
給
ふ
は
、
い
か
な
る
人
ぞ
」
と
問
ひ

け
れ
ば
、
「
年
来
頼
み
て
、
朝
な
朝
な
召
し
つ
る
土
大
根
ら
に
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
い

ひ
て
失
せ
に
け
り
。 

 
 

 

深
く
信
を
致
し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
。 

（
15
）
行
勝
に
つ
い
て
は
、
半
世
紀
後
の
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
「
太
政
官
牒
」
に

引
く
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
の
高
野
山
奏
状
で
も
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

（
前
略
）
故
行
勝
上
人
、
方
丈
の
草
庵
を
当
山
に
結
び
、
護
摩
火
壇
を
此
の

砌
に
立
つ
。
五
穀
の
滋
味
を
断
ち
て
六
十
箇
年
、
三
時
の
護
摩
を
修
し
て
二
万

余
日
、
練
行
の
倫
少
く
、
薫
修
年
久
し
。
故
に
貴
賎
帰
依
を
成
し
、
緇
素
随
喜
を

致
す
。 

 

〔
『
鎌
倉
遺
文
』
第
５
３
８
９
号
（
「
高
野
山
寂
静
院
文
書
」
）
〕 

（
16
）
因
み
に
、
小
川
剛
生
氏
『
兼
好
法
師
』
（
中
央
公
論
社
・
２
０
１
７
年
１
１

月
）
に
ご
指
摘
の
あ
る
『
葛
川
明
王
院
文
書
』
「
近
江
伊
香
立
忌
日
田
修
理
覚
書
」

（
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
三
月
二
十
三
日
・
『
鎌
倉
遺
文
』
第
２
４
８
３
４
号
）
に

よ
る
と
、
土
木
の
人
夫
の
手
間
賃
と
す
る
た
め
、
二
百
文
で
米
三
斗
が
買
わ
れ
て
い

る
。
人
夫
用
の
安
い
米
だ
っ
た
と
す
る
と
実
際
よ
り
銭
の
価
値
が
高
く
出
て
し
ま
う

が
、
こ
ち
ら
で
計
算
す
る
と
、
三
百
貫
で
買
え
る
の
は
現
在
の
価
格
で
里
芋
５
３
万

個
以
上
に
な
り
、
二
十
年
毎
日
七
十
個
以
上
、
十
五
年
な
ら
毎
日
九
十
個
以
上
食
べ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

（
17
）
中
世
に
お
け
る
「
自
由
」
は
、
「
否
定
的
側
面
を
有
す
る
」
（
久
保
田
淳
氏

「
徒
然
草
評
釈
・
百
二
十
六
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
１
９
９
０
年

３
月
）
）
。 

  

尚
、
使
用
し
た
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、
『
徒
然
草
』
『
源
氏
物
語
』
『
今
昔
物
語
集
』
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は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
、
『
兼
好
法
師
集
』
『
閑
居
友
』
は
新
日
本

古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
、
『
発
心
集
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）
、

『
契
沖
書
入
』
は
『
契
沖
全
集
』
第
一
六
巻
（
岩
波
書
店
）
、
『
徒
然
草
文
段
抄
』
は

『
訂
正
増
補 

徒
然
草
文
段
抄
』
（
青
山
堂
）
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
・https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/888795

）
、
「
御
遺
告
」
は
『
弘
法
大

師
空
海
全
集
』
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
）
、
『
玉
葉
』
は
国
書
刊
行
会
、
『
百
錬
抄
』
は

新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）
、
『
鎌
倉
遺
文
』
は
東
京
堂
出
版
の
本
文
に
よ

っ
た
。
ま
た
、
一
部
句
読
点
・
段
落
分
け
を
私
に
改
め
た
所
が
あ
り
、
漢
文
は
私
に
読

み
下
し
た
。 
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