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『
高
野
聖
』
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
在
し
た
高
野
聖
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
簡
単
に
辞
典

（
１
）

で
高
野
聖
と
引
い

て
み
る
。
泉
鏡
花
の
作
品
と
い
う
意
味
合
い
の
他
、
二
つ
項
目
が
で
た
。
①
に
「
中
世
、
勧
進
の
た
め
に
高
野
山
か
ら
諸
国
に
出
向
い
た
下

級
僧
。
行
商
人
と
な
り
、
ま
た
悪
僧
化
し
た
も
の
も
あ
る
。
②
「[

動]

タ
ガ
メ
の
異
称
。」

　

余
談
だ
が
、
タ
ガ
メ
と
い
う
虫
は
背
中
に
笈お

い

、
行
脚
僧
が
仏
具
や
衣
服
を
入
れ
て
背
負
う
つ
づ
ら
型
の
箱
の
こ
と
だ
が
、
ま
る
で
そ
れ
を

背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
行
脚
の
多
い
性
質
を
も
つ
高
野
聖
に
乗
っ
取
っ
て
こ
の
異
称
が
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
タ
ガ
メ
に
つ
い
て
同
辞
書
で
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
虫
は
成
虫
や
幼
虫
を
捕
え
体
液
を
吸
う
ら
し
い
。
い
わ
ば
、
虫
だ
け
を
対
象
と
し
た

蛭
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。『
高
野
聖
』
の
冒
頭
で
は
、
宗
朝
が
薬
売
り
を
追
っ
て
山
奥
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
大
量
の
山
蛭
に
襲

わ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
前
述
し
た
タ
ガ
メ
の
性
質
を
踏
ま
え
て
こ
の
場
面
を
見
る
と
、
高
野
聖
で
あ
る
宗
朝
が
蛭
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
が

な
か
な
か
意
味
の
あ
る
こ
と
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
検
索
結
果
で
最
も
重
要
な
の
が
①
で
あ
る
。
下
級
僧
、
悪
僧
化
と
い
っ
た
名
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
他
に
乞
食
僧
な
ど
と

い
う
呼
称
も
あ
っ
た
と
い
う
高
野
聖
た
ち
。
ど
れ
に
せ
よ
、
聖
の
呼
び
名
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
敬
意
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
何
故
、
高
野
聖

は
こ
の
よ
う
な
呼
び
名
で
呼
ば
れ
る
の
か
。
そ
の
要
因
と
し
て
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
呼
び

方
で
蔑
ま
れ
て
い
た
の
か
。
以
上
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
作
中
の
高
野
聖
で
あ
る
宗
朝
と
実
在
し
た
高
野
聖
と
の
比
較
、
関
連
性
を
考
察

－15－

『
高
野
聖
』
研
究

─
泉
鏡
花
作
品
の
幻
想
性

─



し
、
宗
朝
の
存
在
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
高
野
聖
と
は
何
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
に
も
様
々
な
僧
（
以
降
聖
と
す
る
）
が
存
在
す
る
中
、
一
体
何
を
も
っ
て
高
野
聖
と

定
義
さ
れ
る
の
か
。
五
来
重
は
、

祈
親
上
人
定
誉
は
い
わ
ゆ
る
高
野
聖
で
は
な
い
が
、
勧
進
回
国
と
い
う
点
で
、
高
野
聖
の
原
型
を
し
め
し
て
い
る

（
２
）

。

と
述
べ
る
。
祈
親
上
人
定
誉
に
関
し
て
は
、「
平
安
中
期
の
真
言
宗
の
僧
。
天
徳
二
（
九
五
八
）
～
永
承
二
（
一
〇
四
七
）
二
．
二　

（
中

略
）
父
母
の
没
後
に
「
法
華
経
」
を
読
誦
し
冥
福
を
祈
っ
た
の
で
「
祈
親
」「
持
経
」
の
名
を
得
た

（
３
）

」
と
あ
る
。
つ
ま
り
平
安
時
代
に
は
す

で
に
高
野
聖
の
原
型
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
千
年
以
上
に
も
及
ぶ
こ
と
を
覚
え
て
お
き
た
い
。

　

で
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
『
高
野
聖
』
の
主
人
公
宗
朝
が
生
き
た
時
代
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
目
安
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、

物
語
冒
頭
で
あ
る
。
と
あ
る
男
が
旅
の
途
中
に
宗
朝
と
出
会
い
、
宿
を
共
に
す
る
。
宗
朝
が
女
と
出
会
っ
た
の
は
過
去
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

作
品
内
で
は
現
在
と
さ
れ
て
い
る
場
面
。
こ
こ
で
二
人
が
出
会
い
、
言
葉
を
交
わ
す
の
が
汽
車
の
中
な
の
で
あ
る
。

　

現
実
で
鉄
道
が
開
通
し
た
の
は
「
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年

（
４
）

」。
鏡
花
が
生
ま
れ
た
の
は
明
治
六
年
で
あ
り
、
鉄
道
開
通
と
比
較
的
近
い

時
期
に
な
る
。
聖
と
の
出
会
い
が
汽
車
と
い
う
の
は
珍
し
い
気
は
す
る
も
の
の
、
生
ま
れ
て
か
ら
常
に
汽
車
が
身
近
に
あ
っ
た
鏡
花
自
身
の

視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
冒
頭
の
出
会
い
は
至
極
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
四
十
代
の
宗
朝
と
男
が
出
会
っ
た

汽
車
は
「
此
の
汽き

車し
や

は
新し

ん
ば
し橋

を
昨さ

く

や夜
九
時じ

は

ん半
に
發た

つ
て
、
今こ

ん
せ
き夕

敦つ

る

が賀
に
入は

ひ

ら
う
と
い
ふ
、
名な

ご

や

古
屋
で
は
正ひ

る午
だ
つ
た
か
ら
、
飯め

し

に
一ひ

と

折を
り

の
鮨す

し

を
買か

つ

た
（
５
）

。」
と
い
う
一
文
か
ら
経
路
を
考
え
て
、
彼
ら
の
乗
り
込
ん
だ
汽
車
は
現
在
の
「
東
海
道
線

（
６
）

」
だ
と
予
測
さ
れ
る
（
図
ⅰ
参
照
）。
東

海
道
線
開
通
は
明
治
一
九
年
で
あ
る
が
、
宗
朝
ら
の
経
路
、
つ
ま
り
新
橋
─
神
戸
間
が
開
通
し
た
の
は
明
治
二
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
こ
の
時
期
周
辺
に
二
人
が
出
会
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
鏡
花
の
時
代
に
か
な
り
近
い
物
語
で
あ
る

と
予
測
さ
れ
る
。
鉄
道
が
日
本
各
地
で
開
通
さ
れ
る
こ
の
時
代
に
、
女
や
男
が
い
る
山
奥
だ
け
が
時
代
革
新
の
枠
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
。
鏡
花
は
度
々
物
語
に
人
と
人
な
ら
ざ
る
者
と
の
境
界
線
を
生
み
出
し
た
。
例
え
ば
、『
夜
叉
ヶ
池
』
で
言
う
な
ら

ば
、
妖
と
人
間
を
隔
て
、
百
合
と
白
雪
姫
を
繋
い
だ
池
の
よ
う
に
、『
高
野
聖
』
で
は
山
（
飛
騨
山
）、
さ
ら
に
言
え
ば
宗
朝
が
薬
売
り
を
追

い
か
け
た
あ
の
分
か
れ
道
が
、
人
間
と
女
と
の
境
界
線
で
は
な
か
っ
た
か
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
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明
治
維
新
後
の
こ
の
時
代
、
医
療
の
研
究
も
進
み
充
実
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
昔
の
よ
う
に
病
を
聖
に
頼
む
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
以
前
は
違
っ
た
。
明
治
時
代
よ
り
は
る
か
に
前
、
ま
だ
病
を
祈
祷
で
治
す
こ
と
が
常
に
行
な
わ
れ
て
い
た
時
代
。
聖
は
必
要

不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

聖
の
性
質
を
五
来
重
は
、
大
き
く
以
下
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
者
に
は
、
呪
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
山
林
修
行
と
、
身
の
け
が
れ
を
は
ら
う
た
め
の
苦
行
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が

山
林
に
隠
遁
す
る
聖
の
隠
遁
性
と
苦
修
練
行
の
苦
行
性
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
原
始
宗
教
で
は
死
後
の
霊
魂
は
苦
難
に
み
ち
た
永

遠
の
旅
路
を
つ
づ
け
る
と
か
ん
が
え
た
の
で
、
こ
れ
を
生
前
に
果
た
し
て
お
こ
う
と
い
う
巡
礼
が
、
聖
の
遊
行
性
（
回
国
性
）
と
な
っ

て
い
る
。
隠
遁
と
苦
行
と
遊
行
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
呪
験
力
は
、
予
言
・
治
病
・
鎮
魂
な
ど
の
呪
術
に
も
ち
い
ら
れ
る
の
で
、
聖
に
は

呪
術
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
隠
遁
と
苦
行
の
き
び
し
い
掟
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
は
妻
帯
や
生
産
な
ど
の
世
俗
生

活
を
い
と
な
む
の
で
、
俗
聖
と
よ
ば
れ
る
世
俗
性
が
あ
る
。
な
お
原
始
宗
教
ほ
ど
信
仰
を
内
面
的
な
質
よ
り
も
作
善
（
宗
教
的
善
行
）

の
数
量
で
は
か
る
の
で
、
多
数
者
に
よ
る
多
数
作
善
を
お
も
ん
ず
る
た
め
に
、
集
団
を
な
し
て
作
善
を
す
る
集
団
性
が
あ
る
。
こ
の
多

数
者
に
よ
る
集
団
的
作
善
は
大
衆
を
動
員
し
て
道
路
や
橋
を
つ
く
り
、
あ
る
い
は
寺
や
仏
像
を
つ
く
る
勧
進
に
利
用
さ
れ
る
か
ら
、
仏

教
化
し
た
聖
の
最
大
の
は
た
ら
き
は
そ
の
勧
進
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
勧
進
の
手
段
と
し
て
聖
は
、
説
経
や
祭
文
な

ど
の
語
り
物
と
、
絵
解
と
、
踊
念
仏
や
念
仏
狂
言
な
ど
の
唱
導
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
が
聖
の
唱
導
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
庶
民
文
学

や
民
間
芸
能
と
な
っ
て
日
本
文
化
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る

（
７
）

。

　

以
上
の
説
明
に
あ
る
八
つ
の
性
質
を
、
聖
と
は
何
た
る
か
の
定
義
と
し
て
参
考
に
す
る
。

　

こ
れ
ら
八
つ
の
う
ち
、
高
野
聖
を
考
察
し
て
い
く
上
で
中
で
も
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
遊
行
性
（
回
国
性
）・
呪
術
性
・
勧
進
性
・
唱
導

性
の
四
点
で
あ
る
。

　

遊
行
性
は
「
死
後
の
霊
魂
は
苦
難
に
み
ち
た
永
遠
の
旅
路
を
つ
づ
け
る
と
い
う
原
始
宗
教
の
教
え
か
ら
、
こ
れ
を
生
前
に
果
た
し
て
お
こ

う
と
い
う
巡
礼
か
ら
く
る
も
の

（
８
）

」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
遊
行
は
古
来
の
宗
教
に
基
づ
い
た
行
い
で
あ
る
か
ら
し
て
、
遊
行
そ
の
も
の
は
高
野

聖
の
み
に
限
ら
ず
、
聖
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
き
た
い
。

－17－

『
高
野
聖
』
研
究

─
泉
鏡
花
作
品
の
幻
想
性

─



　

続
い
て
呪
術
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
隠
遁
と
苦
行
に
よ
り
得
た
力
は
呪
験
力
と
呼
ば
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
予
言
や
鎮
魂
と
い
っ
た
ま
る
で

陰
陽
師
の
よ
う
な
離
れ
業
を
み
せ
て
い
た
。
中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
、
治
病
が
可
能
と
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

　

隠
遁
性
と
前
述
し
た
遊
行
性
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
二
つ
の
性
質
は
極
め
て
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
隠
遁
は

呪
術
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
修
行
で
あ
り
、
ま
た
遊
行
は
死
後
の
苦
し
み
を
生
前
に
引
き
受
け
て
お
く
た
め
の
行
い
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
聖

に
と
っ
て
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
は
数
年
隠
遁
修
行
を
行
っ
た
の
ち
、
遊
行
に
出
る
と
い
う
よ
う
に
合
わ
せ
て

行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
中
世
末
期
あ
た
り
か
ら
、
村
落
に
あ
っ
た
小
堂
や
小
庵
へ
の
遊
行
聖
の
定
着
が
始
ま
り
、
今
日
の
よ
う
に
部

落
や
字
ご
と
の
寺
院
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

（
９
）

。」
そ
れ
ま
で
市
民
は
遊
行
聖
が
来
る
ま
で
先
祖
や
使
者
の
供
養
も
で
き
な
か
っ
た

か
ら
、
来
訪
を
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
の
は
至
極
当
然
な
こ
と
と
言
え
る
。
そ
れ
に
加
え
、
聖
た
ち
の
も
つ
呪
験
力
に
治
病
の
効
果
も
あ
っ
た

と
な
っ
て
は
、
治
る
治
ら
な
い
に
関
わ
ら
ず
聖
の
来
訪
は
市
民
た
ち
の
希
望
と
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
な
の
に
、
高
野
聖
は
何
故
こ
う
も
蔑
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
同
じ
聖
、
ま
し
て
彼
ら
は
歴
史
も
深
い
上
に
遊
行
を
主
と
し
て
行

な
っ
て
き
た
聖
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
由
と
し
て
、
高
野
聖
の
勧
進
が
あ
げ
ら
れ
る
。
勧
進
は
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
役
割
と
し
て
、
一
見
宗
教
を
広
め
る
た
め
に
聖
た

ち
が
苦
心
し
て
行
っ
て
い
る
活
動
に
思
え
る
。
実
際
、
そ
の
面
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
聖
の
勧
進
を
う
け
た
市
民
た
ち
は
共
感
し
、
救
い
を

求
め
て
宗
派
に
入
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

勧
進
と
い
う
こ
と
ば
は
、
宗
教
用
語
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
抽
象
化
さ
れ
美
化
さ
れ
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
を
社
会
的
な
事
実
、
あ
る
い
は
歴
史
的
事
象
と
し
て
み
る
と
き
は
、
経
済
的
意
味
が
優
先
す
る
。
そ
れ
は
人
間
と
し

て
衣
食
す
る
宗
教
者
の
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
布
教
・
法
会
・
儀
礼
な
ど
の
宗
教
活
動
と
、
そ
れ
ら
の
場
で
あ
る
寺
院
・

堂
塔
や
、
そ
こ
に
お
さ
ま
る
仏
像
お
よ
び
経
巻
は
、
す
べ
て
勧
進
の
資
縁
（
あ
つ
め
ら
れ
た
金
品
）
に
か
か
っ
て
い
る
。（
中
略
）

　

こ
の
よ
う
な
因
果
応
報
の
唱
導
は
、
仏
教
の
救
済
と
い
う
高
い
精
神
か
ら
で
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
わ
が
国
民
の
道
徳
思
想
形
成

に
、
き
わ
め
て
大
き
い
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
唱
導
す
る
聖
の
直
接
の
目
的
は
、
庶
民
の
す
で
に

お
か
し
た
か
も
し
れ
ぬ
悪
因
か
ら
、
必
然
的
に
く
る
悪
果
（
現
在
当
面
し
て
い
る
病
気
や
災
害
）
を
説
い
て
お
び
や
か
し
、
そ
れ
を
ま
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ぬ
が
れ
る
（
滅
罪
）
た
め
の
仏
教
的
作
善
、
あ
る
い
は
社
会
的
作
善
を
す
す
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
唱
導
は
報
酬
な
し
に

「
た
だ
」
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
し
、
趣
味
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
も
な
い
。
聖
の
唱
導
が
た
く
み
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ

れ
を
き
く
者
は
現
在
の
禍
や
来
世
の
地
獄
の
責
苦
に
お
の
の
い
て
、
そ
れ
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
作
善
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
気
持
に

な
る
。

　

聖
は
そ
れ
を
生
業
と
し
て
い
る
し
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
給
金
が
出
る
わ
け
で
も
も
ち
ろ
ん
な
い
。
だ
か
ら
、
勧
進
を
行
い
、
そ
の
結
果

得
ら
れ
た
資
縁
が
彼
ら
の
衣
食
住
に
反
映
さ
れ
よ
う
と
な
ん
ら
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
行
為
が
度
を
過
ぎ
れ
ば
そ
れ
は
彼
ら
の
地
位
も

名
誉
も
落
と
す
行
為
だ
。

　

呪
験
力
を
も
つ
聖
は
そ
う
い
っ
た
力
の
一
切
を
も
た
な
い
市
民
に
と
っ
て
非
常
に
歓
迎
さ
れ
た
。
普
通
な
ら
ば
呪
験
力
を
持
つ
こ
と
な
ど

な
い
。
聖
た
ち
は
俗
世
を
離
れ
、
厳
し
い
修
行
に
耐
え
こ
の
力
を
手
に
入
れ
た
。
そ
ん
な
彼
ら
は
市
民
た
ち
か
ら
見
て
、
手
の
届
か
な
い
絶

対
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
の
放
つ
言
葉
の
影
響
力
は
凄
ま
じ
い
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
、
言
葉
巧
み
に
市
民
を
宗
派
に
誘
い
資
縁
を
せ
し
め
、
必
要
以
上
の
も
の
を
懐
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
は
詐
欺
の
行
為

に
等
し
い
。

　

勧
進
も
唱
導
も
、
聖
と
し
て
あ
る
べ
き
行
い
で
あ
る
。
た
だ
、
自
分
の
地
位
を
利
用
し
己
の
欲
望
の
ま
ま
に
市
民
や
檀
家
か
ら
搾
取
し
よ

う
も
の
な
ら
、
た
ち
ま
ち
悪
僧
・
乞
食
僧
と
い
う
名
称
が
つ
い
て
し
ま
う
。

　

『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
様
々
な
ケ
ー
ス
で
因
果
応
報
を
説
い
て
い
る
が
、
上
・
中
・
下
巻
ど
れ
を
と
っ
て
も
多
い
の
が
、
法
華
経
に
関

す
る
内
容
で
あ
る
。
上
巻
「
幼
き
時
よ
り
網
を
用
魚
を
捕
り
て
現
に
悪
し
き
報
を
得
る
縁　

巻
十
一
」
で
は
幼
い
頃
か
ら
魚
を
捕
っ
て
生
活

し
て
い
た
男
性
が
、
炎
に
焼
か
れ
る
と
言
っ
て
悶
え
苦
し
み
、「
悪
し
き
人
乞
食
の
僧
を
逼
し
て
現
に
悪
し
き
報
を
得
る
縁　

第
十
五
」
で

は
、
乞
食
僧
を
追
い
出
し
た
男
性
が
呪
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
と
い
う
報
い
を
受
け
た
。
ど
ち
ら
も
因
果
応
報
に
つ
い
て
内
示
し
て
お
り
、
前

者
に
関
し
て
は
、
出
家
で
も
し
な
い
限
り
誰
も
が
因
果
を
う
け
る
形
に
な
る
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
男
性
の
荒
々
し
い
態
度
は
無
論
良
く

な
い
が
、
僧
も
ま
た
乞
食
を
し
て
い
る
点
に
落
ち
度
は
な
い
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「「
乞
食
」
は
仏
徒
の
行
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
乞
食
す
る
に
は
官
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
（
僧
尼
令
」
と
あ
る
よ
う
に
、
乞
食
は
認
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
つ
ま
り
落

（
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ち
度
が
あ
る
の
は
乞
食
僧
を
追
い
出
し
た
男
性
で
あ
り
、
呪
を
う
け
た
の
は
そ
の
因
果
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
説
い
て
回
っ
た
と
な
れ
ば
、
市
民
は
た
ち
ま
ち
唱
導
し
た
聖
に
従
い
た
く
も
な
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
生
活
す
る
た
め
魚
を
捕

る
こ
と
す
ら
が
罪
だ
と
い
う
の
な
ら
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
自
身
も
ま
た
罪
人
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
み
て
、

法
華
経
を
説
き
、
更
に
こ
れ
を
遊
行
し
な
が
ら
唱
導
、
勧
進
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
高
野
聖
に
当

て
は
ま
る
。
勿
論
前
述
し
た
よ
う
に
高
野
聖
全
て
が
勧
進
と
い
う
行
い
を
悪
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
行
い
を
悪
用
し
て
し

ま
っ
た
高
野
聖
の
例
が
後
世
へ
と
伝
え
ら
れ
、
高
野
聖
が
悪
名
高
い
聖
の
名
称
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
高
野
聖
』
の
宗
朝
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
高
野
聖
で
あ
る
彼
だ
が
、
史
実
か
ら
比
べ
て
み
て
も
、
そ
の
性
格
は

あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
悪
僧
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
完
全
な
善
僧
と
も
言
え
な
い
。
以
下
の
文
か
ら
、
宗
朝
の
性
格
が

読
み
と
れ
る
。

　

此こ

處ゝ
で
百

ひ
や
く
し
や
う

姓
に
別
れ
て
其そ

の
川か

は

の
石い

し

の
上う

へ

を
行ゆ

か
う
と
し
た
が
弗ふ

と
猶た

め

ら豫
つ
た
の
は
賣ば

い

薬や
く

の
身み

の
上う

へ

で
。

　

ま
さ
か
に
聞き

い
た
ほ
ど
で
も
あ
る
ま
い
が
、
其そ

れ

が
本ほ

ん
た
う當

な
ら
ば
見み

ご
ろ
し殺

ぢ
や
、
何ど

の
道み

ち

私わ
た
し

は
出し

ゅ
つ
け家

の
體

か
ら
だ

、
日ひ

が
暮く

れ
る
ま
で
に
宿や

ど

へ
着つ

い
て
屋や

ね根
の
下し

た

に
寝ね

る
に
は
及お

よ

ば
ぬ
、
追お

ツ

着つ

い
て
引

ひ
き
も
ど

し
て
遣や

ら
う
。
罷

ま
か
り

違ち
が

う
て
舊き

う

道だ
う

を
皆み

な

歩あ

る行
い
て
も
怪け

し
う
は
あ
る
ま
い
、
恁か

う
い

ふ
時じ

こ

う候
ぢ
や
、
狼

お
ほ
か
み

の
旬

し
ゆ
ん

で
も
な
く
、
魑ち

み魅
魍ま

う
り
や
う

魎
の
汐し

ほ

さ
き
で
も
な
い
、
ま
ゝ
よ
、
と
思お

も

う
て
、
見み

お

く送
る
と
早は

や
深し

ん
せ
つ切

な
百

ひ
や
く
し
や
う

姓
の
姿

す
が
た

も
見み

え
ぬ
。

（
可よ

し
。）

（
中
略
）

　

唯た
ゞ

挨あ
い
さ
つ拶

を
し
た
ば
か
り
の
男

を
と
こ

な
ら
、
私わ

し

は
實じ

つ

の
處

と
こ
ろ

、
打う

つ
ち
や棄

つ
て
置お

い
た
に
違ち

が

ひ
は
な
い
が
、
快

こ
ゝ
ろ
よ

か
ら
ぬ
人ひ

と

と
思お

も

つ
た
か
ら
、
其そ

の

ま
ゝ

で
見み

す棄
て
る
の
が
、
故わ

ざ

と
す
る
や
う
で
、
氣き

が
責せ

め
て
な
ら
な
ん
だ
か
ら
、」

　

と
宗し

う

朝て
う

は
矢や

張は
り

俯う
つ

向む

け
に
床と

こ

に
入は

ひ

つ
た
ま
ゝ
合

が
つ
し
や
う

掌
し
て
い
つ
た
。

　

「
其そ

れ

で
は
口く

ち

で
い
ふ
念ね

ん
ぶ
つ佛

に
も
濟す

ま
ぬ
と
思お

も

う
て
さ
。」

　

宗
朝
が
史
実
同
様
の
悪
僧
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
こ
の
場
で
薬
売
り
を
見
捨
て
る
。
あ
る
い
は
分
か
れ
道
が
危
険
で
あ
る
と
教
え
て
く
れ
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た
百
姓
へ
勧
進
を
行
い
、
度
の
過
ぎ
た
資
縁
を
求
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

反
対
に
、
宗
朝
が
物
事
を
全
て
寛
容
に
受
け
止
め
、
欲
望
も
も
た
な
い
聖
の
鏡
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
な
ら
ば
、
馬
鹿
に
さ
れ
た
出
来
事

な
ど
水
に
流
し
、
問
答
無
用
で
彼
を
呼
び
戻
し
に
行
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

宗
朝
は
、
先
刻
薬
売
り
に
自
分
の
矜
持
を
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
ど
う
に
も
根
に
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
き
っ
ぱ
り
と
こ
れ
も
因
果
と
見

捨
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
葛
藤
が
数
行
に
わ
た
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
呼
び
戻
す
べ
く
道
に
入
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
馬
鹿

に
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
助
け
な
い
よ
う
で
心
持
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
自
身
が
宗
教
者
で
あ
り
念
仏
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
の
矜

持
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。

　

出
家
し
、
聖
と
な
り
は
し
た
が
、
彼
の
特
徴
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
聖
ら
し
か
ら
ぬ
人
間
味
溢
れ
る
性
格
で
は
な
い
か
。

宗
朝
は
完
全
な
善
で
も
な
け
れ
ば
完
全
な
悪
で
も
な
い
。
両
方
と
も
持
ち
合
わ
せ
、
そ
の
間
で
葛
藤
す
る
姿
は
ま
さ
し
く
俗
世
の
人
間
ら
し

い
。

　

本
来
半
僧
半
俗
と
い
う
言
葉
は
、
僧
で
は
あ
る
が
俗
世
の
人
間
の
よ
う
な
姿
で
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
が
、
宗
朝
の
場
合
風
体
や

生
活
と
い
う
よ
り
も
そ
の
性
格
に
色
濃
く
俗
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
は
彼
を
半
僧
半
俗
と
表
現
し
た
い
。

　

鏡
花
は
あ
の
短
篇
で
道
心
堅
固
な
高
野
聖
を
え
が
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
深
山
の
妖
艶
な
魔
女
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘

的
・
幻
想
的
な
浪
漫
主
義
文
学
の
美
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
鏡
花
は
あ
の
高
野
聖
の
概
念
を
な
に
か
ら
え
た
の
か
は
し

ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
聖
」
と
い
う
語
か
ら
、
道
心
堅
固
な
修
道
僧
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
に
え
が
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
こ
の
道

心
の
ひ
そ
む
人
間
性
、
あ
る
い
は
道
心
の
か
げ
に
か
く
さ
れ
た
愛
欲
を
、
描
写
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
し
か
し
わ

た
く
し
が
こ
れ
か
ら
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
俗
聖
と
し
て
の
高
野
聖
な
ら
ば
、
魔
女
の
誘
惑
に
お
ち
て
馬
に
な
る
の
が
む
し
ろ

自
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

五
来
は
実
在
し
た
高
野
聖
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
鏡
花
の
『
高
野
聖
』
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
、
鏡
花
が
こ
の
よ
う
な

思
い
か
ら
作
品
を
描
い
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
よ
う
に
思
う
。
事
実
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鏡
花
が
『
高
野
聖
』
を
創
作
す

る
に
至
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
友
人
の
旅
の
話
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
モ
デ
ル
は
い
な
い
と
本
人
が
発
言
し
て
い
る
か

（
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ら
だ
。

　

た
だ
、
鏡
花
が
高
野
聖
を
あ
え
て
主
人
公
に
用
い
た
と
い
う
も
う
一
つ
の
可
能
性
も
考
察
し
て
み
た
い
。
実
直
な
僧
を
用
い
る
な
ら
ば
高

野
聖
で
な
く
と
も
良
か
っ
た
。
史
実
の
高
野
聖
を
踏
ま
え
て
、
宗
朝
と
い
う
聖
が
、
ど
う
し
て
高
野
聖
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

作
者
の
鏡
花
自
身
、
宗
教
に
精
通
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
の
著
作
目
録
を
見
て
も
、
僧
に
つ
い
て
書
か
れ
た
作
品
が
い
く
つ
も
あ
り
、
鏡

花
自
身
も
『
高
野
聖
』
以
外
に
僧
を
登
場
さ
せ
た
作
品
を
い
く
つ
も
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
て
挙
げ
る
な
ら
『
旅
僧
』
と
い
う
短

篇
。
ど
こ
の
宗
派
と
な
い
が
、
船
で
居
眠
り
し
市
民
か
ら
批
判
さ
れ
る
な
ど
、
実
直
な
僧
と
は
思
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鏡
花
が
僧
に
つ
い
て
様
々
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
登
場
さ
せ
る
僧
に
一
癖
つ
け
て
し
ま
う
点
を
見
て

も
、
高
野
聖
を
用
い
た
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
要
因
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

も
し
鏡
花
が
、
実
在
し
た
高
野
聖
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
で
宗
朝
と
い
う
主
人
公
が
出
来
た
と
す
る
。
宗
朝
も
ま
た
聖

で
あ
る
前
に
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
け
れ
ど
も
俗
世
か
ら
離
れ
た
身
で
あ
る
と
い
う
微
妙
な
立
ち
位
置
の
彼
が
、
人
間
ら
し
い
葛
藤
を
経
て

女
の
誘
惑
か
ら
何
と
か
逃
げ
お
お
せ
る
。
自
分
の
立
場
と
欲
望
の
間
で
葛
藤
す
る
な
ら
ば
そ
の
人
物
は
道
心
堅
固
な
だ
け
よ
り
も
、
よ
り
人

ら
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
人
物
が
い
い
。
そ
の
点
で
高
野
聖
と
い
う
采
配
は
ご
く
自
然
に
も
感
じ
、
そ
し
て
悪
名
高
い
高
野
聖
の
一
人
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
誘
惑
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
宗
朝
の
人
間
性
が
生
き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
宗
朝
の
属
す
る
宗
派
、
唱
導
す
る
経
、
そ
し
て
物
語
中
で
実
際
に
唱
え
て
い
た
経
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
宗
朝
、
つ
ま
り
高
野
聖
の
属
す
る
宗
派
に
関
し
て
は
、
高
野
山
の
再
興
に
貢
献
し
た
「
聖
の
頭
目
」
と
も
呼
ば
れ
る
祈
親
上
人
定
誉

の
経
歴
か
ら
も
、
真
言
宗
派
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
法
華
経
を
唱
え
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
関
し
て
は
因
果
応
報
を
説
く
『
日
本

霊
異
記
』
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
最
も
気
に
な
る
点
は
、
宗
朝
が
物
語
上
で
実
際
に
唱
え
て
い
る
念
仏
の
こ
と
で
あ
る
。
場
面
は
宗
朝
が
女
の
家
に
泊
ま
っ
た
夜
、

戸
外
か
ら
羊
や
ら
鳥
や
ら
牛
や
ら
（
宗
朝
は
こ
れ
を
魑
魅
魍
魎
と
呼
ん
で
い
る
）
が
宗
朝
を
、
板
戸
を
隔
て
て
囲
う
よ
う
に
群
が
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
れ
を
な
し
た
宗
朝
は
、
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若
に
や
く

不ふ
じ
ゆ
ん順

我が

呪じ
ゆ　

惱な
う
ら
ん亂

説せ
つ
ぽ
ふ
し
や

法
者　

頭づ

は

さ

く

破
作
七し

ち

ぶ分

如に

よ

あ阿
梨り

樹じ

ゆ

し枝　

如に
よ
さ
つ殺

父ふ

ぼ母
罪ざ

い　

亦や
く
に
よ
を
ん
ゆ
あ
う

如
厭
油
殃

斗と
し
よ
う
ぎ

秤
欺
誰す

ゐ
じ
ん人　

調て
う
だ
つ達

僧そ
う

罪ざ
い
ほ
ん犯　

犯ほ
ん

此し

法ほ
ふ
し
し
や

師
者

當た
う
く
わ
く
に
よ
ぜ
あ
う

獲
如
是
殃　

と
一
心
不
乱
に
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
で
難
を
逃
れ
た
。

　

宗
朝
が
唱
え
た
の
は
法
華
経
で
は
な
く
、
陀
羅
尼
で
あ
っ
た
。
何
故
、
宗
朝
は
身
の
危
険
を
感
じ
た
際
、
自
身
の
宗
派
が
主
と
し
て
唱
え

る
法
華
経
で
は
な
く
、
あ
え
て
陀
羅
尼
を
唱
え
た
か
。

　

陀
羅
尼
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
元
来
は
「
す
べ
て
の
こ
と
を
よ
く
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
力
」
を
意
味
す
る
が
、
記
憶
術
と
し
て
の

陀
羅
尼
の
形
式
が
呪
文
を
唱
え
る
の
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
呪
文
（
マ
ン
ト
ラmantra

「
真
言
」）
そ
の
も
の
を
陀
羅
尼
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
。」
と
あ
り
、
経
自
体
の
意
味
よ
り
も
、
こ
れ
ら
を
記
憶
し
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
心
を
貫
き
悟
り
を
ひ
ら
く
と
い
っ
た
意
味
合

い
の
ほ
う
が
強
い
。
よ
っ
て
、
宗
朝
が
陀
羅
尼
を
唱
え
た
の
は
、
無
心
に
な
り
邪
念
を
払
い
、
魑
魅
魍
魎
を
自
身
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た

可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
陀
羅
尼
品
と
い
う
用
語
が
あ
る
。「『
妙
法
華
』
第
二
十
六
品
の
名
。
そ
の
内
容
は
、
薬
王
菩
薩
・
毘
沙
門
天
王
・
鬼
子
母
神
な
ど

十
一
羅
刹
女
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
陀
羅
尼
を
説
い
て
、『
法
華
経
』
を
受
持
す
る
人
々
を
守
護
す
る
こ
と
を
説
き
、『
法
華
経
』
護
持
の
功
徳
を

礼
讃
す
る
。」

　

陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
法
華
経
を
受
持
す
る
者
を
守
る
。
宗
朝
は
ま
さ
に
魑
魅
魍
魎
に
囲
わ
れ
る
場
面
で
こ
の
守
護
を
頼
り
に

陀
羅
尼
を
唱
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
ず
陀
羅
尼
そ
の
も
の
の
意
味
合
い
か
ら
、
邪
念
を
追
い
払
い
、
か
つ
法
華
経
を
受
持
す
る
一
人
と
し
て
こ
の
絶
体
絶
命
の
危
機
か
ら
救

い
を
求
め
る
べ
く
陀
羅
尼
を
唱
え
る
。
こ
う
し
て
、
宗
朝
を
囲
ん
で
い
た
者
た
ち
は
消
え
去
り
、
彼
は
無
事
朝
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

　

宗
朝
の
属
す
る
宗
派
や
受
持
す
る
経
の
点
か
ら
は
、
史
実
の
高
野
聖
に
乗
っ
取
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
性
格
の
面
か
ら
考
え
て
、
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や
は
り
宗
朝
の
存
在
は
異
質
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
異
質
さ
は
た
だ
物
語
に
違
和
感
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
朝
が
高
野
聖
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
宗
朝
と
い
う
一
人
の
人
間
の
性
格
が
よ
り
明
確
に
物
語
を
左
右
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

２

　

『
高
野
聖
』
に
お
い
て
、
主
人
公
宗
朝
と
本
作
の
関
連
性
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
。
で
は
舞
台
と
な
っ
た
場
所
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

う
。

　

作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
飛
騨
山
の
奥
地
で
あ
る
。
飛
騨
は
「
①
旧
国
名
。
今
の
岐
阜
県
の
北
部
。
飛
州
。
②
岐
阜
県
北
端
、
飛
騨
山

脈
・
飛
騨
高
地
に
囲
ま
れ
た
山
間
に
位
置
す
る
市
。」
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
現
在
の
岐
阜
県
の
山
地
、
飛
騨
で
物
語
は
展
開
す
る
。
こ

の
麓
で
宗
朝
は
薬
売
り
と
出
会
い
、
分
か
れ
道
で
彼
を
追
い
、
山
奥
で
女
と
出
会
っ
た
。
宗
朝
は
彼
女
と
出
会
う
こ
と
で
様
々
な
奇
怪
な
出

来
事
に
遭
遇
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
。
宗
朝
は
女
と
会
う
前
に
も
森
を
徘
徊
し
て
い
る
時
に
真
っ
二
つ
の
蛇
や
蛭
の
雨
に
遭

遇
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
と
し
て
、
舞
台
の
飛
騨
山
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

何
故
、『
高
野
聖
』
の
舞
台
が
飛
騨
と
い
う
場
所
で
あ
っ
た
の
か
。
三
章
で
は
『
高
野
聖
』
と
飛
騨
に
何
ら
か
の
関
連
性
が
な
い
か
、
民

話
や
飛
騨
の
歴
史
の
面
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

　

飛
騨
に
は
多
く
の
民
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
郡
で
分
け
ら
れ
て
お
り
、
飛
騨
全
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
話
が
均
等
に
伝
え
ら
れ

る
。
郡
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
益
田
郡
、
大
野
郡
・
高
山
市
、
吉
城
郡
が
あ
る
。
郡
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
民
話
の
特
徴
と
い
う
も
の

は
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。
ど
の
郡
も
話
の
種
類
が
豊
富
だ
。

　

た
だ
、
郡
個
別
で
は
な
く
、
飛
騨
の
民
話
と
し
て
全
体
を
見
た
時
に
気
付
か
さ
れ
る
。
獣
の
話
や
異
形
の
も
の
を
取
り
扱
っ
た
話
が
比
較

的
ど
の
郡
に
も
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

昔
か
ら
こ
の
土
地
で
土
と
生
活
を
共
に
し
て
き
た
飛
騨
の
人
々
に
は
、
こ
の
高
い
嶽
は
生
活
の
障
り
で
さ
え
あ
っ
た
の
で
す
。
安
永

大
原
騒
動
と
い
う
百
姓
一
揆
の
時
、
江
戸
で
駕
籠
訴
を
し
た
六
人
の
百
姓
を
差
し
出
し
た
嘆
願
書
に
、
そ
れ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
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（
中
略
）
だ
か
ら
嶽
に
関
係
あ
る
話
は
、「
幽
霊
街
道
」
だ
の
「
亡
者
道
」
な
ど
と
い
う
嶽
に
対
す
る
恐
怖
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

今
で
こ
そ
そ
の
景
観
に
人
々
は
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
当
時
付
近
に
住
ん
で
い
た
者
た
ち
に
と
っ
て
、
飛
騨
山
は
高
低
差
や
気
温

差
に
、
生
活
の
要
と
な
っ
て
い
た
田
畑
も
満
足
に
耕
せ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
故
に
、
飛
騨
山
の
街
道
に
は
過
去
生
活
に
苦
し
ん
だ
者
た

ち
が
そ
の
道
中
に
現
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
噂
が
流
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

街
道
な
ど
人
の
通
り
道
が
そ
う
い
っ
た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
民
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
一
方
で
、
飛
騨
全
体
と
し
て
民
話
を
見
た
際

に
、
別
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
引
き
か
え
里
近
く
の
山
々
、
衿
を
重
ね
た
よ
う
に
折
重
な
っ
て
、
ど
こ
ま
で
続
く
と
も
分
か
ら
な
い
山
々
は
、
飛
騨
の
人
た

ち
の
生
活
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
こ
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
よ
う
に
沢
山
の
話
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
ど
こ
の
山
村
に

も
あ
る
話
で
す
の
で
、
採
録
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
田
の
草
取
り
を
し
て
、
ど
う
し
て
も
田
が
一
枚
見
つ
か
ら
な
い
。
仕
方
が
な
い

の
で
帰
ろ
う
と
し
て
笠
を
持
ち
上
げ
る
と
、
笠
の
下
に
田
ん
ぼ
が
一
枚
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
の
を
笠
田
な

ど
と
云
っ
て
笑
い
話
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
土
地
の
乏
し
い
所
な
の
で
す
か
ら
、
山
を
広
く
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
、

山
の
動
物
が
よ
く
で
て
き
ま
す
。
山
犬
だ
っ
た
り
、
猿
や
狐
だ
っ
た
り
、
蛇
だ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
蛇
は
別
と
し
て
、
他
の
動
物
と
は

身
内
み
た
い
で
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

　

山
村
な
だ
け
あ
っ
て
、
周
囲
に
は
野
生
の
動
物
が
多
い
。
話
を
見
る
か
ぎ
り
、
お
互
い
の
領
域
は
犯
さ
ず
に
飛
騨
の
土
地
で
共
存
し
て
生

活
し
て
い
た
よ
う
だ
。
街
道
に
恐
ろ
し
い
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
獣
と
の
共
生
は
比
較
的
平
和
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
例
外
は

あ
る
も
の
の
、
彼
ら
に
準
ず
る
民
話
も
ま
た
比
較
的
平
和
で
あ
る
。

　

山
の
中
に
あ
る
自
然
は
何
も
野
生
の
動
物
だ
け
で
は
な
い
。
生
き
て
い
く
う
え
で
人
間
も
動
物
も
必
要
な
、
水
の
存
在
も
飛
騨
で
は
こ
う

語
ら
れ
て
い
る
。

　

飛
騨
の
川
は
ど
こ
で
も
水
が
澄
ん
で
、
底
の
小
石
の
一
つ
一
つ
ま
で
数
え
ら
れ
る
よ
う
な
流
れ
で
す
。
で
す
が
、
上
流
で
す
か
ら
流

れ
が
急
で
、
曲
り
か
ど
な
ど
で
岸
を
け
ず
り
落
と
し
、
川
底
を
さ
ら
い
流
し
て
水
が
う
ず
を
ま
い
て
い
ま
す
。
土
地
の
人
は
こ
う
い
う
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淵
を
「
青
ど
ん
ぶ
ち
」
と
い
っ
て
恐
れ
ま
す
。
話
の
中
で
は
主
が
い
た
り
、
河
童
や
大
蜘
蛛
が
で
た
り
し
ま
す
。
き
っ
と
子
供
な
ど
が

こ
こ
で
あ
や
ま
ち
を
し
た
か
ら
、
こ
ん
な
気
味
の
悪
い
話
が
伝
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
ず
は
異
形
の
者
の
存
在
。
こ
れ
は
、
生
活
の
厳
し
さ
故
に
で
き
た
民
話

と
思
わ
れ
る
。
続
い
て
獣
。
山
中
で
あ
る
か
ら
当
然
と
も
い
え
る
が
、
人
と
敵
対
す
る
も
の
か
ら
、
外
敵
か
ら
人
を
守
る
も
の
ま
で
種
類
は

豊
富
で
あ
る
。
最
後
に
水
。
底
が
見
え
る
ほ
ど
清
ら
か
で
澄
ん
だ
川
の
水
だ
が
、
同
時
に
恐
ろ
し
さ
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
異
形
の
者
、
獣
、
水
の
三
つ
の
要
素
は
、
泉
鏡
花
の
世
界
観
に
あ
る
べ
き
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。

『
高
野
聖
』
に
お
い
て
は
殊
更
こ
の
三
要
素
は
重
要
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
飛
騨
の
土
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
民
話
は
ど
う
い
っ
た
も
の

な
の
か
。

　

初
め
に
異
形
の
も
の
に
関
し
て
、
飛
騨
の
民
話
か
ら
二
、
三
話
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
ま
ず
『
幽
霊
街
道
』
と
い
う
話
だ
。
こ
の
話
の
流

れ
と
し
て
は
、
平
湯
峠
の
頂
上
か
ら
続
く
街
道
に
、
夜
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
噂
が
流
れ
、
肝
の
据
わ
っ
た

藤
十
郎
を
筆
頭
に
そ
の
正
体
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

叫
び
声
を
発
す
る
正
体
は
た
だ
「
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
」
と
だ
け
言
わ
れ
、
以
降
こ
の
存
在
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
決

ま
り
で
幕
を
閉
じ
る
。
さ
も
な
い
と
た
た
り
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

山
は
神
聖
な
場
所
と
さ
れ
る
と
同
時
に
人
な
ら
ざ
る
者
が
存
在
す
る
場
と
し
て
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
山
と
い
う
存
在
そ
の
も
の

が
、
数
あ
る
自
然
の
中
で
も
高
く
そ
び
え
頂
点
に
君
臨
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
故
に
聖
や
山
伏
な
ど
あ
ら
ゆ
る
修
験
者
が
修
行
の

場
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
人
々
の
中
で
は
山
そ
の
も
の
が
ど
こ
か
幻
想
的
で
、
な
お
か
つ
あ
の
世
と
こ
の
世
を
結
び
付
け
る
よ
う
な

境
界
線
め
い
た
も
の
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

『
幽
霊
街
道
』
で
は
、
藤
十
郎
た
ち
が
異
形
の
存
在
を
目
撃
は
す
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
の
存
在
は
「
え
た
い
の
し
れ
な
い
も
の
」
と
し
て

最
後
ま
で
貫
か
れ
、
そ
の
正
体
を
暴
く
こ
と
も
ま
し
て
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
し
な
い
。
そ
こ
に
は
、
異
形
の
も
の
に
対
し
、
人
間
が
対
抗
す

る
術
を
持
ち
え
な
い
こ
と
の
認
識
、
そ
し
て
自
分
た
ち
が
助
か
る
た
め
の
手
段
は
唯
一
、
関
わ
ら
ず
に
過
ご
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
『
亡
者
橋
』
と
い
う
話
で
は
、
百
姓
の
太
助
が
居
を
構
え
る
谷
川
付
近
の
橋
で
、
夜
な
夜
な
橋
を
渡
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
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易
者
に
相
談
す
る
と
、
そ
の
橋
は
地
獄
へ
続
く
通
り
道
で
あ
り
、
地
獄
へ
向
か
う
亡
者
た
ち
の
足
音
と
嘆
き
が
聞
こ
え
て
き
て
い
た
、
と

い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
話
で
も
亡
者
の
正
体
は
明
か
さ
れ
な
い
。
聴
覚
で
聴
き
取
れ
る
存
在
で
は
あ
っ
て
も
、
人
間
の
目
で
確
か

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　

『
高
野
聖
』
に
お
い
て
、
女
は
水
を
操
り
欲
望
に
負
け
た
男
た
ち
を
獣
に
変
え
る
。
そ
し
て
、
自
身
も
水
の
力
で
若
さ
を
保
ち
続
け
、
森

へ
や
っ
て
き
た
男
た
ち
を
惑
わ
し
続
け
る
。
だ
が
、
本
編
で
は
実
際
に
獣
に
変
え
ら
れ
る
場
面
や
、
女
が
若
返
る
場
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
老
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
朝
の
立
場
か
ら
し
て
こ
の
人
な
ら
ざ
る
存
在
と
化
し
て
し

ま
っ
た
女
に
経
や
培
っ
た
呪
力
を
も
っ
て
し
て
対
峙
す
る
術
も
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
る
が
、
鏡
花
は
あ
え
て
二
人
を
対
峙
さ
せ
る
と
い
っ
た

劇
的
な
場
面
展
開
を
つ
く
る
こ
と
は
な
い
。

　

鏡
花
は
こ
う
し
た
作
品
に
お
い
て
、
根
本
と
な
る
存
在
を
消
す
よ
う
な
真
似
は
し
な
い
。
彼
自
身
が
そ
う
い
っ
た
作
風
を
も
つ
こ
と
も
確

か
だ
が
、『
高
野
聖
』
に
は
前
述
し
た
民
話
の
よ
う
に
、
異
形
の
存
在
を
人
の
力
で
は
一
切
手
の
届
か
な
い
存
在
と
し
て
書
き
あ
げ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

　

後
半
の
、
宗
朝
が
老
人
か
ら
女
の
正
体
を
聞
い
た
後
、
飛
騨
の
山
を
す
ぐ
さ
ま
後
に
し
た
の
は
、
そ
う
い
っ
た
昔
か
ら
伝
わ
る
民
話
の
よ

う
に
、
女
を
異
形
の
も
の
と
し
て
到
底
敵
わ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
故
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
、
獣
に
つ
い
て
の
民
話
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
飛
騨
の
民
話
に
は
獣
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
た
め
、
異
形
の
も
の

と
同
じ
く
数
話
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
く
。

　

『
高
野
聖
』
に
お
い
て
獣
と
い
え
ば
、
や
は
り
薬
売
り
を
含
め
女
の
力
に
よ
っ
て
本
来
の
人
間
の
形
か
ら
姿
を
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
獣

た
ち
の
こ
と
が
ま
ず
浮
か
ぶ
が
、
今
回
は
冒
頭
に
登
場
す
る
蛇
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
通
り
、
獣
が
身
内
の
よ
う
だ
と
言
わ
れ
る
中
、「
蛇
は
別
と
し
て
」
な
の
で
あ
る
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
と
実

際
蛇
に
関
す
る
飛
騨
の
民
話
を
見
て
み
る
。

　

『
大
蛇
と
娘
』『
ざ
っ
と
と
大
蛇
』
と
い
う
話
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。『
大
蛇
と
娘
』
は
、
立
派
な
若
者
に
扮
し
た
大
蛇
が
、
そ
の
正
体

も
知
ら
ず
ぜ
ひ
付
い
て
行
き
た
い
と
申
し
出
た
村
娘
を
嫁
に
も
ら
う
が
、
そ
の
父
に
蛇
で
あ
る
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
針
千
本
の
寝
巻
に
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包
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
話
。
も
う
一
方
の
『
ざ
っ
と
と
大
蛇
』
は
、
森
の
中
で
眠
っ
て
し
ま
っ
た
ざ
っ
と
（
座
頭
）
を
丸
の
み
に
し
て
し

ま
っ
た
蛇
。
そ
の
体
内
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
ざ
っ
と
が
蛇
の
腹
の
内
側
に
煮
豆
を
塗
り
た
く
り
、
腹
を
下
し
た
蛇
の
中
か
ら
抜
け
出
す
と

い
う
話
で
あ
る
。

　

話
は
蛇
の
行
動
か
ら
少
々
滑
稽
な
展
開
を
見
せ
て
は
い
る
が
、「
は
し
が
き
」
の
通
り
、
他
の
獣
と
違
っ
て
身
内
ら
し
さ
の
欠
片
も
な
い
。

人
を
騙
す
、
ま
た
は
食
い
も
の
と
し
て
人
間
を
見
て
い
る
節
が
あ
る
。

　

蛇
は
「
神
話
・
伝
説
な
ど
に
も
多
く
登
場
し
、
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
一
方
、
執
念
深
く
、
不
気
味
な
生
き
物
と
し
て
恐
れ
ら
れ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
白
蛇
な
ど
は
吉
兆
の
象
徴
と
さ
れ
て
も
い
る
が
、
畏
怖
と
は
ま
た
別
の
単
純
な
恐
怖
や
凶
兆
の
象
徴
の
意
味
合
い
も

あ
る
。
民
話
の
蛇
も
『
高
野
聖
』
の
蛇
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
意
味
合
い
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
自
然
界
で
出
没
す
る
蛇
と
い
う
の
は
毒
を
も
っ
て
い
る
も
の
も
い
て
危
険
で
あ
る
し
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
飛
騨
の
民
話
の
よ
う

に
人
を
欺
き
、
な
お
か
つ
人
を
食
い
も
の
と
し
て
見
て
い
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
畏
怖
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
合
い
の

恐
怖
を
人
々
は
蛇
に
感
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。『
高
野
聖
』
に
お
い
て
、
蛇
が
現
わ
れ
る
の
は
宗
朝
が
薬
売
り
を
追
い
か
け
て
分
か
れ
道
に

入
っ
て
暗
い
木
々
の
中
を
恐
々
と
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
。
つ
ま
り
物
語
と
し
て
は
未
だ
女
に
も
会
っ
て
い
な
い
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
蛇
の

様
子
を
宗
朝
視
点
で
書
か
れ
た
部
分
に
は
こ
う
あ
る
。

　

漸
や
う
や

う
起お

き

上あ
が

つ
て
道み

ち

の
五
六
町ち

や
う

も
行ゆ

く
と
、
又ま

た

同お

な

じ一
や
う
に
、
胴ど

う
な
か中

を
乾か

わ

か
し
て
尾を

も
首く

び

も
見み

え
ぬ
が
、
ぬ
た
り
！

　

あ
ツ
と
い
う
て
飛と

び

の退
い
た
が
、
其そ

れ

も
隱か

く

れ
た
。
三
度ど

め目
に
出で

あ會
つ
た
の
が
、
い
や
急き

ふ

に
は
動う

ご

か
ず
、
然し

か

も
胴ど

う
た
い體

の
太ふ

と

さ
、
譬た

と

ひ
這は

ひ

だ出

し
た
處

と
こ
ろ

で
ぬ
ら

く
と
遣や

ら
れ
て
は
凡お

よ

そ
五
分ふ

ん
か
ん間

位
ぐ
ら
ゐ

尾を

を
出だ

す
ま
で
に
間ま

が
あ
ら
う
と
思お

も

ふ
長な

が
む
し蟲

と
見み

え
た
の
で
、
已や

む
こ
と
を
得え

ず

私わ
し

は
跨ま

た

ぎ
越こ

し
た
、
途と

た

ん端
に
下

し
た
つ
ぱ
ら

腹
が
突つ

ツ

張ぱ

つ
て
ぞ
ツ
と
身み

の
毛け

、
毛け

あ

な穴
が
不の

こ
ら
ず殘

鱗う
ろ
こ

に
變か

は

つ
て
、
顏か

ほ

の
色い

ろ

も
其そ

の
蛇へ

び

の
や
う
に
な
つ
た
ら

う
と
目め

を
塞ふ

さ

い
だ
位

く
ら
ゐ

。（
中
略
）

　

然し
か

も
今こ

ん

ど度
の
は
半は

ん
ぶ
ん分

に
引ひ

つ

切き

つ
て
あ
る
胴ど

う

か
ら
尾を

ば
か
り
の
蟲む

し

ぢ
や
、
切き

り
く
ち口

が
蒼

あ
を
み

を
帶お

び
て
其そ

れ

で
恁か

う
黄き

い

ろ色
な
汁し

る

が
流な

が

れ
て
ぴ
く

く
と
動う

ご

い
た
わ
。

　

文
章
か
ら
、
ま
る
で
宗
朝
が
目
の
前
で
み
た
蛇
の
様
子
を
直
に
感
じ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
表
現
で
あ
る
。
彼
が
感
じ
て
い
る
の
は
じ
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わ
じ
わ
と
這
い
上
が
る
嫌
悪
感
だ
。
ま
た
宗
朝
を
介
し
て
読
者
は
、
こ
の
蛇
の
登
場
に
、
物
語
の
今
後
の
暗
雲
た
る
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う

な
感
覚
を
も
つ
。
そ
れ
は
一
重
に
蛇
が
お
り
な
す
凶
兆
か
ら
で
あ
り
、
冒
頭
に
蛇
の
登
場
を
お
く
こ
と
で
、
以
降
恐
ろ
し
い
出
来
事
に
遭
遇

す
る
宗
朝
の
運
命
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
水
に
つ
い
て
。『
高
野
聖
』
に
限
ら
ず
、
鏡
花
の
作
品
に
お
い
て
水
は
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
の
多
く
が
幻
想
的
世
界
観
を

表
現
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
飛
騨
の
民
話
は
『
美
女
清
水
』
と
『
霧
茂
谷
の
岩
魚
』
で
あ
る
。
前
者
は
複
数
の
男
に
結
婚
を
迫
ら
れ
た
美
し
い
娘

が
追
い
詰
め
ら
れ
自
害
し
、
彼
女
の
墓
か
ら
透
き
通
る
よ
う
な
綺
麗
な
水
が
遺
言
通
り
流
れ
て
く
る
、
と
い
う
も
の
。
後
者
は
出
産
を
間
近

に
控
え
た
妻
に
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
、
谷
の
水
辺
で
魚
を
釣
っ
て
食
っ
て
し
ま
っ
た
夫
。
妻
は
嘆
き
悲
し
み
夫
も
謝
罪
し
た
が
、

次
に
目
を
覚
ま
し
た
時
に
は
妻
の
姿
は
な
く
、
彼
女
の
座
っ
て
い
た
床
は
水
浸
し
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
霧
茂
谷
の
方
に

関
し
て
は
、
彼
女
の
正
体
が
魚
か
、
も
し
く
は
夫
の
過
ち
に
よ
っ
て
彼
女
の
望
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
姿
を
消
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
解
釈
は
異
な
る

が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
こ
の
二
話
に
お
い
て
女
と
水
の
関
わ
り
の
深
さ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
で
も
、『
美
女
清
水
』

か
ら
考
え
て
も
、
清
ら
か
な
水
と
い
う
の
は
ど
こ
か
若
く
美
し
い
姿
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
し
、
昔
話
の
中
で
若
返
り
の
手
法
と
し
て

水
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
水
と
女
性
の
関
わ
り
は
ど
の
民
話
で
も
多
い
が
、
中
で
も
飛
騨
の
民
話
に
は
美
し
い
女
、
そ
し
て

水
を
介
し
て
の
変
化
の
可
能
性
と
い
っ
た
点
も
含
め
て
、『
高
野
聖
』
の
物
語
の
鍵
と
な
る
女
と
密
接
な
関
連
性
を
考
え
る
と
お
も
し
ろ
い
。

ま
た
、
も
う
一
点
。
水
に
関
し
て
、「
は
し
が
き
」
に
は
「
き
っ
と
子
供
な
ど
が
こ
こ
で
あ
や
ま
ち
を
し
た
か
ら
、
こ
ん
な
気
味
の
悪
い
話

が
伝
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
あ
る
。
飛
騨
で
は
水
辺
で
悪
さ
を
す
る
子
供
へ
警
告
の
意
を
こ
め
て
「
青
ど
ん
ぶ
ち
」
の
恐
ろ
し
さ

を
伝
え
て
き
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
教
訓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

水
辺
で
悪
さ
す
る
子
供
に
戒
め
や
警
告
の
意
味
も
込
め
て
い
た
の
だ
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
改
め
て
『
高
野
聖
』
を

見
て
み
る
。
す
る
と
、
戒
め
の
対
象
は
女
に
惑
わ
さ
れ
、
獣
と
化
し
た
人
間
た
ち
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
で
は
唯
一
助
か
っ
た
宗
朝
は
こ
の
水
と
い
う
観
念
に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
役
割
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

宗
朝
は
高
野
聖
と
い
う
聖
の
一
人
で
、
二
章
に
お
い
て
彼
ら
は
法
華
経
の
宗
派
で
あ
る
と
予
測
を
た
て
た
。
法
華
経
は
『
日
本
霊
異
記
』

（
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か
ら
見
て
因
果
応
報
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
別
の
特
徴
と
し
て
は
勧
進
・
唱
導
を
主
と
し
た
手
法
で
そ
れ
ら
を
広
め
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

　

本
編
は
十
数
年
後
、
旅
を
共
に
し
た
男
性
に
宗
朝
が
飛
騨
山
で
あ
っ
た
出
来
事
を
伝
え
る
形
で
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
宗
朝
当
人
は
聖
と

し
て
の
務
め
を
果
た
す
意
味
で
は
な
く
、
た
だ
宿
を
同
じ
く
し
た
青
年
に
土
産
話
を
と
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
し
て

男
性
の
ほ
う
は
僧
か
ら
昔
話
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
宗
朝
の
本
職
や
飛
騨
の
水
に
関
す
る
民
話
を
考
え
た
上
で
、
こ
の
話
の
流
れ
に
は
ど
こ
か
教
訓
め
い
た
も
の
を
見
出
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

　

宿
を
共
に
し
た
男
は
、
最
後
に
宗
朝
を
見
送
る
際
、
彼
を
こ
う
表
す
。

　

高か

う

や野
聖ひ

じ
り

は
此こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
敢あ

へ

て
別べ

つ

に
註ち

う

し
て
敎

を
し
へ

を
與あ

た

へ
は
し
な
か
つ
た
が
、
翌よ

く
て
う朝

袂た
も
と

を
分わ

か

つ
て
、
雪せ

つ
ち
う中

山や
ま
ご
え越

に
か
ゝ
る
の
を
、

名な

ご

り殘
惜
し
く
見み

お

く送
る
と
、
ち
ら

く
と
雪ゆ

き

の
降ふ

る
な
か
を
次し

だ

い第
に
高た

か

く
坂さ

か
み
ち道

を
上の

ぼ

る
聖

ひ
じ
り

の
姿

す
が
た

、
恰

あ
た
か

も
雲く

も

に
駕が

し
て
行ゆ

く
や
う
に
見み

え
た

の
で
あ
る
。

　

汽
車
で
質
素
な
弁
当
を
食
し
た
仲
か
ら
一
変
、
宗
朝
を
昇
天
す
る
神
の
よ
う
と
称
す
る
男
の
心
境
の
変
化
に
は
、
図
ら
ず
と
も
教
訓
を
説

い
た
宗
朝
へ
の
敬
意
の
念
の
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
物
語
と
飛
騨
の
民
話
に
つ
い
て
の
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
民
話
と
並
ぶ
文
化
と
い
う
形
で
、
他
に
『
高
野
聖
』
と

の
関
連
性
は
な
い
か
、
と
考
え
た
際
に
、
挙
げ
た
い
の
が
民
謡
で
あ
る
。

こ
の
節
で
は
、
短
い
が
飛
騨
の
民
謡
と
『
高
野
聖
』
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　

民
謡
と
い
え
ば
、『
高
野
聖
』
本
編
で
は
、
白
痴
の
男
が
女
に
促
さ
れ
て
謡
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

彼
が
謡
っ
た
の
は
木
曽
節
と
い
う
唄
で
あ
る
が
、
本
来
歌
詞
は
こ
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

木
曾
の
ナ
ー
ナ
カ
ノ
リ
サ
ン　

木
曾
の
御
嶽
ナ
ン
チ
ャ
ラ
ホ
イ　

夏
で
も
寒
い
ヨ
イ
ヨ
イ
ヨ
イ　

袷
ば
か
り
も
や
ら
れ
は
す
ま
い　

襦

袢
仕
立
て
ゝ
足
袋
添
へ
て

心
細
い
よ
木
曾
路
の
旅
は　

笠
に
木
の
葉
が
舞
ひ
か
ゝ
る
（
略
）

　

『
高
野
聖
』
で
唄
わ
れ
て
い
る
も
の
と
の
違
い
は
合
い
の
手
の
有
無
だ
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
木
曾
節
は
別
名
踊
唄
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い

（
32
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト　

第
四
十
八
号

－30－



る
。
本
来
は
白
痴
の
男
の
よ
う
に
単
独
で
唄
う
こ
と
よ
り
も
集
団
で
踊
り
な
が
ら
謡
う
こ
と
に
特
化
し
た
民
謡
ら
し
い
。
こ
の
木
曾
節
は
全

部
で
三
百
を
超
え
、
非
常
に
長
い
民
謡
と
な
っ
て
い
る
。

　

女
が
言
う
に
、
白
痴
の
男
は
、

　

も
の
を
敎を

し

へ
ま
す
と
覺お

ぼ

え
ま
す
の
に
嘸さ

ぞ

骨ほ
ね

が
折を

れ
て
切せ

つ

な
う
ご
ぜ
ん
せ
う
、
體

か
ら
だ

を
苦く

る

し
ま
せ
る
だ
け
だ
と
存ぞ

ん

じ
て
何な

ん

に
も
爲さ

せ
な
い

で
置お

き
ま
す
か
ら
、
段だ

ん

く々
、
手て

を
動う

ご

か
す
働

は
た
ら
き

も
、
も
の
を
い
ふ
こ
と
も
忘わ

す

れ
ま
し
た
。
其そ

れ

で
も
那あ

の
、
謠う

た

が
唄う

た

へ
ま
す
わ
。
二ふ

た

ツ
三み

つ

ツ

今い
ま

で
も
知し

つ
て
居を

り
ま
す
よ
。

と
あ
り
、
覚
え
の
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
彼
が
、
今
そ
れ
で
も
こ
の
木
曾
節
を
覚
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
余
程
強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
謡

だ
と
推
測
で
き
る
。
と
な
れ
ば
、
津
波
に
さ
ら
わ
れ
る
前
、
以
前
彼
が
住
ん
で
い
た
村
に
お
い
て
集
団
で
唄
わ
れ
て
い
た
謡
で
あ
ろ
う
か
。

　

場
所
を
特
定
す
る
の
に
、
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
る
。
こ
の
木
曾
節
の
木
曾
と
い
う
の
は
ど
こ
か
。「
長
野
県
の
南
西
部
、
木
曾
川
上

流
の
渓
谷
一
帯
の
総
称
。
古
来
中
山
道
が
通
じ
、
重
要
な
交
通
路
を
な
す
。
木
曾
桟
道
・
寝
覚
の
床
・
小
野
滝
の
三
絶
勝
が
あ
り
、
ヒ
ノ
キ

そ
の
他
の
良
材
の
産
地
。」
こ
う
あ
る
よ
う
に
、
木
曾
は
長
野
の
土
地
の
名
称
な
の
で
あ
る
。『
高
野
聖
』
の
舞
台
は
岐
阜
の
飛
騨
で
あ
る
の

に
対
し
、
白
痴
の
男
が
唄
っ
た
民
謡
が
何
故
長
野
の
唄
で
あ
っ
た
の
か
。
単
に
隣
の
県
だ
か
ら
、
と
も
考
え
に
く
い
。

　

こ
こ
ま
で
に
見
て
来
た
疑
問
を
も
含
め
て
、
舞
台
が
飛
騨
で
あ
る
理
由
を
探
っ
て
い
く
。

　

高
野
聖
は
史
実
上
勧
進
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
回
向
も
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
こ
と
は
前
の
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
宗
朝
も
全
国
各
地
を
回
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
飛
騨
山
を
舞
台
と
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
疑
問
に
は
、
飛
騨
の
宗
教
に
関
し
て
の
文
献
を
取
り
上
げ
る
。

　

白
川
郷
の
飛
騨
の
山
奥
に
神
仏
習
合
の
白
川
信
仰
の
地
に
、
本
格
的
に
仏
教
の
信
仰
を
布
教
し
て
き
た
の
は
、
真
宗
と
く
に
浄
土
真

宗
の
本
願
を
伝
え
た
照
蓮
寺
の
開
基
開
祖
と
な
っ
た
嘉
念
坊
善
俊
上
人
で
あ
る
と
い
う
。（
中
略
）

　

鎌
倉
時
代
に
善
俊
上
人
が
白
鳥
地
区
か
ら
飛
騨
の
白
川
郷
に
入
る
と
き
通
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
白
川
み
ち
」
は
、
奈
良
時
代
に
泰
澄

大
師
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
白
山
登
頂
し
た
道
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
、
そ
の
後
の
諸
僧
た
ち
も
こ
の
道
を
通
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

善
俊
の
寺
（
念
仏
道
場
）
は
最
初
は
白
川
郷
の
海
塩
村
（
大
野
郡
荘
川
村
大
字
海
上
）
に
あ
り
、
い
ま
は
御
母
衣
ダ
ム
の
湖
底
に
あ
る
。
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飛
騨
を
代
表
す
る
宗
派
は
真
宗
と
く
に
浄
土
真
宗
で
あ
る
。『
高
野
聖
』
の
主
人
公
宗
朝
に
関
し
て
、
因
果
応
報
を
説
く
法
華
経
と
い
う

点
な
ど
か
ら
見
て
、
真
言
宗
派
と
い
う
仮
説
を
二
章
に
お
い
て
た
て
た
の
だ
が
、
実
は
史
実
の
高
野
聖
と
い
う
点
で
は
、
彼
ら
が
属
し
て
い

た
も
う
一
つ
の
宗
派
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
時
宗
と
い
う
、
高
野
聖
が
当
時
非
難
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と

な
っ
た
宗
教
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
千
手
院
谷
の
時
宗
が
し
だ
い
に
高
野
聖
を
吸
収
し
て
、
室
町
時
代
に
は
す
べ
て
時
宗
聖
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

が
す
な
わ
ち
後
期
高
野
聖
で
あ
る
。（
中
略
）

　

こ
の
解
答
に
な
る
よ
う
な
明
確
な
史
料
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
時
宗
聖
の
勧
進
形
態
が
本
来
の
高
野
聖
の
そ
れ
よ
り
も
す
す
ん
で
い

た
の
で
、
六
字
名
号
の
賦
算
（
名
号
札
を
一
人
に
一
枚
ず
つ
く
ば
っ
て
勧
進
の
数
を
数
え
る
こ
と
）
や
踊
念
仏
を
採
用
し
て
時
宗
に

な
っ
た
も
の
と
お
も
う
。

　

後
期
高
野
聖
の
時
宗
化
は
高
野
山
の
伝
統
に
反
す
る
た
め
、
山
内
で
は
迫
害
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
勧
進
活
動
に
つ
い
て
は
史

料
が
豊
富
に
な
り
、
社
会
の
注
意
を
ひ
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

中
期
高
野
聖
が
専
修
念
仏
化
し
た
と
い
っ
て
も
、
真
言
念
仏
の
兼
修
が
あ
る
あ
い
だ
は
高
野
山
僧
と
し
て
遇
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
南

北
朝
期
の
こ
ろ
か
ら
、
時
宗
化
す
る
と
と
も
に
真
言
色
が
皆
無
と
な
り
、
勧
進
と
宿
坊
に
よ
る
利
潤
追
求
だ
け
が
め
だ
つ
こ
と
に
な
る

と
、
前
に
の
べ
た
よ
う
な
迫
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
す
る
反
応
は
高
野
聖
の
穀
断
木
食
行
と
真
言
帰
入
で
あ
る
。

　

初
期
に
真
言
宗
で
あ
っ
た
高
野
聖
た
ち
は
、
時
宗
聖
に
取
り
込
ま
れ
、
一
時
時
宗
と
な
っ
た
。
そ
の
際
高
野
山
の
伝
統
に
反
し
、
非
難
の

的
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
真
言
宗
開
祖
空
海
が
開
い
た
場
で
あ
る
か
ら
そ
の
非
難
も
当
然
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
史
実
の
高
野
聖
は
真
言

宗
→
時
宗
→
真
言
宗
と
い
う
宗
教
の
展
開
が
あ
り
、
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
が
白
川
み
ち
の
話
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
高
野
聖
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
時
宗
は
浄
土
教
の
一
宗
派
で
あ
る
。
飛
騨
を
代
表
す
る

浄
土
真
宗
に
関
し
て
は
「
浄
土
教
の
一
派
で
「
真
宗
」
と
も
い
う
。
た
だ
し
現
在
は
、
西
本
願
寺
派
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
東
本
願
寺
派
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は
真
宗
大
谷
派
と
称
す
。」
と
あ
り
、
つ
ま
り
宗
派
は
違
え
ど
、
浄
土
教
と
い
う
教
え
に
お
い
て
は
、
高
野
聖
で
あ
る
宗
朝
と
飛
騨
に
は
共

通
点
が
見
出
せ
る
の
だ
。

　

そ
ん
な
彼
が
、
回
向
中
に
飛
騨
に
入
り
、
通
る
道
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
白
川
み
ち
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

俊
上
人
の
通
っ
た
白
川
み
ち
（
以
降
図
参
照
）
と
い
う
の
は
、
前
述
の
と
お
り
白
川
郷
に
あ
り
、
こ
の
郡
は
大
野
郡
の
中
に
存
在
し
て
い

る
。
こ
の
大
野
郡
を
益
田
郡
と
の
境
沿
い
に
進
ん
で
い
く
と
、
長
野
と
の
県
境
に
達
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
二
節
の
民
謡
で
取
り
上
げ

た
木
曾
の
御
嶽
山
だ
。

　

つ
ま
り
、
宗
朝
が
白
川
み
ち
を
通
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
石
川
・
富
山
県
寄
り
に
道
へ
入
り
、
麓
の
茶
屋
で
富
山
の
薬
売
り
と

出
会
い
、
そ
れ
か
ら
分
か
れ
道
に
入
り
、
宗
朝
は
独
家
で
女
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ル
ー
ト
の
考
察
に
関
し
て
、
無
論
人
の
足
で
一
日
だ
け
で
県
を
超
え
る
の
は
不
可
能
だ
。
し
か
し
、
白
川
み
ち
か
ら
始
ま
っ
た
宗
朝

の
通
っ
た
山
道
が
、
岐
阜
と
長
野
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
人
々
に
使
わ
れ
、
な
お
か
つ
少
し
で
も
御
嶽
山
に
近
づ
い
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
白
痴
の
男
が
木
曾
節
を
唄
っ
た
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。

　

ま
た
先
に
史
実
の
高
野
聖
の
側
面
と
、
半
僧
半
俗
で
あ
る
宗
朝
の
性
格
の
側
面
の
二
点
に
お
い
て
彼
の
特
徴
は
、
物
語
上
あ
る
べ
き
主
人

公
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
新
た
に
、
飛
騨
の
宗
教
的
面
か
ら
も
、
彼
が
高
野
聖
で
あ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
を
加
え
た
い
。

　

一
見
何
で
も
な
い
よ
う
な
宗
朝
の
設
定
だ
が
、
こ
う
し
て
考
え
る
と
彼
の
、
高
野
聖
・
浄
土
教
・
法
華
経
・
半
僧
半
俗
と
い
っ
た
設
定
に

は
、『
高
野
聖
』
と
い
う
物
語
全
体
と
の
関
連
を
見
出
す
こ
と
で
、
よ
り
彼
の
行
動
の
意
味
に
も
深
み
が
増
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）『
広
辞
苑　

第
五
版　

逆
引
き
広
辞
苑
』（
二
〇
〇
五　

岩
波
書
店
）

（
２
）『
増
補
＝
高
野
聖
』（
七
版
平
二
一
．
一　

五
来
重　

株
式
会
社
角
川
学
芸
出
版
）

（
３
）『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』（
第
一
版
一
九
九
二
．
一　

日
本
仏
教
人
名
辞
典
編
纂
委
員
会
編　

法
藏
館
）
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）

○

－33－

『
高
野
聖
』
研
究

─
泉
鏡
花
作
品
の
幻
想
性

─



（
４
）『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
写
真
史
』（
昭
四
七
．
十　

財
団
法
人
交
通
協
力
会
）

（
５
）『
高
野
聖
』
の
本
文
は
『
鏡
花
全
集
巻
五
』（
昭
一
五
．
三　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
６
）（
４
）
に
同
じ
。

（
７
）（
２
）
に
同
じ
。

（
８
）（
２
）
に
同
じ
。

（
９
）（
２
）
に
同
じ
。

（
10
）（
２
）
に
同
じ
。

（
11
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３
０
』（
一
九
九
六
．
一
二　

校
注
者
は
出
雲
路
修　

岩
波
書
店
）

（
12
）（
11
）
に
同
じ
。

（
13
）（
11
）
に
同
じ
。

（
14
）（
11
）
に
同
じ
。

（
15
）（
２
）
に
同
じ
。

（
16
）『
鏡
花
全
集　

巻
二
』（
昭
一
七
．
九　

岩
波
書
店
）

（
17
）『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
３　

高
野
山
と
真
言
密
教
の
研
究
』（
昭
五
一
．
五　

五
来
重　

名
著
出
版
）

（
18
）『
日
本
佛
教
語
辞
典
』（
一
九
八
八
．
五　

岩
本
裕　

平
凡
社
）

（
19
）（
18
）
に
同
じ
。

（
20
）『
広
辞
苑　

第
五
版　

逆
引
き
広
辞
苑
』（
二
〇
〇
五　

岩
波
書
店
）

（
21
）『
飛
騨
の
民
話
』（
一
九
五
八
．
一
二　

江
馬
三
枝
子
編　

未
来
社
）

（
22
）（
23
）
に
同
じ
。

（
23
）（
23
）
に
同
じ
。

（
24
）（
23
）
に
同
じ
。　

採
集
者
は
代
情
通
蔵
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（
25
）（
23
）
に
同
じ
。　

採
集
者
は
代
情
通
蔵

（
26
）（
23
）
に
同
じ
。

（
27
）（
23
）
に
同
じ
。

（
28
）（
23
）
に
同
じ
。　

（
29
）『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
二
〇
〇
四　

大
修
館
書
店
）

（
30
）（
23
）
に
同
じ
。　

採
集
者
は
柴
田
袖
水

（
31
）（
23
）
に
同
じ
。　

採
集
者
は
和
仁
市
太
郎

（
32
）『
木
曾
民
謡
集
』（
昭
一
一
．
九　

原
和
海　

長
野
縣
西
筑
摩
郡
福
島
町
福
島
小
學
校
内
信
濃
敎
育
會
木
曾
會
）

（
33
）（
20
）
に
同
じ
。

（
34
）『
山
の
民
の
民
俗
と
文
化
─
飛
騨
を
中
心
に
み
た
山
国
の
変
貌
─
』（
一
九
九
一
．
十　

芳
賀
登
編　

雄
山
閣
出
版
）

（
35
）（
２
）
に
同
じ
。

（
36
）（
２
）
に
同
じ
。「
一
八
─
高
野
聖
の
末
路　

後
期
高
野
聖
の
勧
進
活
動
」

（
37
）（
２
）
に
同
じ
。「
一
八
─
高
野
聖
の
末
路　

高
野
聖
の
真
言
帰
入
」

（
38
）『
日
本
佛
教
語
辞
典
』（
一
九
八
八
．
五　

岩
本
裕　

平
凡
社
）
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〈図i〉宗朝汽車での道筋

　　　新橋－神戸の道のり

　　　（東海道線）

東海道線

①新橋　　昨夜9：30に発つ

②名古屋　正午

③敦賀　　今夕入ろうとしている

④神戸

『日本国有鉄道百年写真史』

（昭47.10　財団法人交通協力会）

『山の民の民俗と文化―飛騨を中心にみた山国の変貌―』

（1991.10　芳賀登編　雄山閣出版）

〈図ii〉

白川郷：嘉念坊善俊

　　　　上人の通った

　　　　白川みち

御嶽山：長野の代表的山

宗朝のルートか？
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