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離
れ
難
き
輪
廻

さ
て
、
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
有
難
さ
、
本
願
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
頂
い
た
こ
の
幸

せ
、
ま
た
道
心
と
い
う
仏
教
へ
の
道
を
知
っ
た
尊
さ
な
ど
を
、
拙
い
鑑
で
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す

り
ん
ぬ

が
、
次
は
「
離
れ
難
き
輪
廻
の
毘
を
離
れ
て
」
と
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
少
し
考

え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
輪
廻
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

中

村
元
博
士
監
修
『
新
・

仏
教
辞
典
』
(昭
和
三
十
七
年
、
誠
信
舎
一
時
)
を
見
てみま
す
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ



れ
で
あ
り
ま
す
。

る

て
ん

寸
党
語
サ
ン
サ
l

ラ
の
訳
。

流
転
と
も
。

イ
ン
ド

古
来
の
考
え
方
で
、
人
聞
が
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と

，.、
虚
偽
・
L・
・A'a
-，

を
い
う

(転
生
)
。仏
教
で
は
、
三
界
(欲
界
・
色
界
・
無
色
界
)
・
六
道
(
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
・

修
羅
・
人
間
・

-
b・
4FA
J
HしW

天
上
)
に
生
死
を
繰
り
か
え
す
こ
と
を
い
う

。

六
道
は
現
代
的
に
考
え
れ
ば
、
怒
り
・

貧
欲
・
愚
痴
・

争
い
・

喜
悦
な
ど
の
意
識
の
段
階
を
出
入
り
す
る
こ
と
を
指
し
、.

そ
う
し
た
出
入
り
を
繰
り
返
す
の
が

人
間
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

」

こ
う
記
し

て
関
連
項
目
と
し
て
「
再
生
」
を
示
し
て
あ
り
ま
す。
そ
こ
で
再
生
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
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ご
旦

死
ん
だ
者
が
再
び
よ
み
が
え
る
こ
と
、
信
仰
に
入
っ

て
新
し

い
生
活
を
は
じ

め
る
こ
と
、
あ
る

い
は
再
び
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
な
ど
の
意
に
用

い
ら
れ
る
。

イ

ン
ド

固
有
の
思
想
と
し
て
は
輪
廻

思
想
が
あ
る
が
、
仏
教
は
こ
れ
を
取
り
入
れ
、
業
説

(
カ
ル
マ
の
思想
)
に
基
づ
い
て
仏
教
独
特
の
輪
廻

説
を
立
て
た
。

す
な
わ
ち
過
去
の
普
悪
の
業
が
現
在
の
善
悪
の
果
報
を
生
じ
、
さ
ら
に
現
在
の
善
悪
が

未
来
の
善
悪
の
果
報
を
招
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

悪
業
を
し

た
も
の
は
地
獄
・

餓
鬼
・

畜
生
な
ど
の



悪
趣
に
生
ま
れ
る
が
、
五
戒
を
守
る
も
の
は
そ
の
果
報
とし
て
人
間
界
に
再
生
し

、
ま
た
天
界
に
生
じ

、

よ
く
法

(
仏
陀
の教
法
)
を
聞
き
実
践
す
る
も
の
は
業
を
断
ち
切

っ
て
輪
廻

(
六道
)
を
離
れ
、
悟
り
の

世
界
に
至
る
と
説
く
。

後
に
大
乗
仏
教
の
時
代
に
な
る
と
利
他
思
想
を
強
調
し
、
自
利
利
他
を
円
満
し

た
菩
薩
は
衆
生
済
度
の
た
め
、
種
々
の
形
を
と
っ
て
人
間
界
に
還
っ
て
、
迷
え
る
人
々
を
悟
り
の
世
界

に
導
く
と
説
く
」

記
述
が
ち
ょ
っ
と
専
門
的
で
お
解
り
い
た
だ
け
な
い
部
分
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
も
っ
と
や

さ
し
く
書
い
た
も
の
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

宮
元
啓

一
著
『
仏
教
四
O
O
お
も
し
ろ
語
辞
典
』
(昭
和
六
十

二
年
、
春
秋
社
)
と
い
う
本
に
「
輪
廻
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
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「
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
た
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
、

ま
た
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
と
い

ね
は
ん

う
こ
と
を
、
無
始
以
来
、
さ
と
り
を
得
て
浬
繋
に
入
る
ま
で
繰
り
返
す
こ
と
。
流
転
と
も
訳
さ
れ
る
。

し
よ
う
じ
ど
う
し
申

ま
た
、
生
死
と
同
義
語
で
あ
る

。
生
ま
れ
変
わ
り
先
の
境
涯
の
こ
と
を
道
と
か
趣
と
い
う。
ふ
つ
う
、

よ
く
な

い
境
涯
の
ほ
う
か
ら
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
、
天
の
六
道
を
教
え
る
。

い
わ
ゆ

る
六
道
輪
廻
と
い
う
わ
け
で
あ
る

。

た
だ
、
じ

っ
さ
い
に
は
、
阿
修
羅
は
性
格
が
あ
い
ま
い
で
、
こ
れ

を
ぬ
か
し
た
五
道
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
は
、
い
っ
た
ん
こ
こ
に
堕
ち
る



事
ん

と
、
な
か
な
か
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ま
と
め
て
三
悪
道
と
か
三
悪
趣
と
か
三

ず途
と
か
呼
ば
れ
て
お
そ
れ
ら
れ
て
い
る
」

以
上
の
説
明
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
輪
廻
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
と
て
も
複
雑
な
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
す
。

ま
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
迷
い
の
世
界
を
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
っ
て
い
る
の
が
輪
廻
だ
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
は
「
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
た
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
い
、
あ
る
い

は
「
怒
り

・

貧
欲
・
愚
痴

・

争
い
・
喜
悦
な
ど
の
意
識
の
段
階
を
出
入
り
す
る
こ
と
」
で
も
あ
る
と
い
う

の
で
す
か
ら
、
輪
廻
は
現
世
の
中
に
も
あ
り
、
過
去
世
に
も
未
来
世
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ

、A
J。
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そ
う
な
る
と
、
ち
ょ
っ
と
問
題
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す

。

現
世
で
怒
り
や
争
い
の
世
界
を

繰
り
返
す
の
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
輪
廻
を
離
れ
る
」
こ
と
だ
と
い
う
の
は
ま
あ
ま
あ
解
る
と
し

て
も
、
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

人

に
よ
っ
て
は
、
生
死
を
繰
り
返
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
良
い
の
で
は
な
い
か
、
生
死
を
繰
り
返
さ
な
か
っ
た

ら
終
わ
り
で
は
な
い
か
な
ど
と
、
言
い
出
す
人
が
い
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。

現
に
私
は
あ
る
方
か
ら
、

「
極
楽
と
い
う
楽
し
み
ば
か
り
の
世
界
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
。

苦
も
楽
も
あ
る
ほ
、
つ
が
い
い
の
だ
か
ら
、



し

ゃ
ば

自
分
は
極
楽
な
ど
へ
は
行
き
た
く
な
い
。

裟
婆
で
け
つ
こ
う
だ
と
思
う
の
で
す
が
:
:
:
」
と
い
う
質
問
を

受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
も
、
お
釈
迦
様
は
「
輪
廻
を
離
れ
よ
」
と
教
え
て
お
ら
れ
る。
法
然
上
人
も
前
記
の
よ
う
に
、
離

れ
難
い
輪
廻
の
里
を
離
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
悦
び
だ
と
い
っ
て
お
ら
れ
る。

こ
こ
に
何
か
重
大
な
重
大
な

鍵
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
、
こ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す。

そ
の
重
大
な
鍵
と
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
愚
凡
の
私
な
り
に
、
次
の
よ
う
な

解
釈
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

輪
廻
と
い
う
語
は
前
記
辞
典
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
サ
ン
サl
ラ
と
い
う
党
語
(
古
代
イ
ン
ド
語
)
を

漢
字
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
訳
は
「
流
転
」
で
も
い
い
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
湖
水
に
捨
て
ら
れ

た
草
の
よ
う
に
、
根
が
定
ま
ら
な
い
、
フ
ワ
フ
ワ
と
ど
こ
に
で
も
流
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
も
の

な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
も
困
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
捨
て
ら
れ
た
草
は
、
根
が
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん

か
ら
、
水
面
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
急
に
枯
死
し
な
い
に
し
て
も
、
花
が
咲
き
実
を
結
ぶ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す

。

草
の
生
命
に
と
っ
て

一
ば
ん
大
切
な
結
実
と
い
う
こ
と
が
な
い。

人
間
の
輪
廻
と
い
う
こ
と
は
、
正
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宇
宙
と
い
う
大

も
τ
a
e
幸

生
命
の
湖
水
に
、
フ
ワ
フ
ワ
と
浮
か
ん
で
い
る

。

風
に
弄
ば
れ
、
浪
に
弄
ば
れ
て
、
あ
っ
ち
へ
プ
ラ
プ
ラ

こ

っ
ち

へ
プ
ラ
プ
ラ
と
し
て
生
き
て
い
る
。

即
座
に
死
に
は
し
ま
せ
ん
が
、
根
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
か

-6-
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ら
、
本
当
の
人
生
と
い
う
も
の
の
結
実
が
な
い
。

世
に
出
て
き
て
結
実
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
出
来
煩

い
で
あ
り
ま
す
。

.

と
る

い
量

増
上
寺
の
ご
法
主
台
下
で
大
僧
正
で
あ
ら
れ
た
椎
尾
弁
匡
博
士
は
、
共
生
主
義
を
創
唱
さ
れ
、
「
出
来

損
い
に
な
っ
て
は
ダ
メ
だ
、
出
来
損
い
に
な
っ
て
は
ダ
メ
だ

」
と
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

「
真
人
生
に
生
き
よ
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
た
の
で
す

。

実
は
、
こ
の
真
人
生
と
い
う
こ

と
こ
そ
が
、
本
当
の
人
間
と
し
て
花
聞
き
、
実
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
へ
到
達
で

き
た
こ
と
が
、
即
ち
輪
廻
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
私
は
解
釈
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
問
題
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
真
人
生
」
と
は
、
一
体
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ

と
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
実
は
先
に
転
記
い
た
し
ま
し
た『
新
・
仏
教
辞
典
』

の
「
再

生
」
の
と
こ
ろ
の
説
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

未
尾
の
ほ
う
に
、
「
自
利
利
他
を
円
満
し
た

菩
提
は
衆
生
済
度
の
た
め
、
種
々
な
形
を
と
っ
て
人
間
界
に
還
っ

て
、
迷
え
る
人
々
を
悟
り
の
世
界
に
導

く
」
と
あ
り
ま
す。

こ
れ
こ
そ
が
「
真
人
生
」
の
す
が
た
で
あ
り
ま
す。

仏
教
の
窮
極
は
こ
の
自
利
利
他
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す

。
自

利
と
は
自
分
か
ら
目
覚
め
て
自
分
を

益
す
る
こ
と
、
利
他
は
そ
の
目
覚
め
か
ら
出
発
し
て
さ
ら
に
他
を
も
益
し
て
い
く
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

を
完
全
に
完
成
さ
れ
た
方
が
仏
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
菩
薩
は
そ
れ
を
求
め
て
修
行
遁
進
し
て
い
る
人
を
い

- 7 一



う
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
説
明
で
は
ま
だ
ま
だ
抽
象
的
で
す
の
で
、
も
っ
と
く
だ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
つ
ま
り
私
た

ち
人
間
と
い
う
も
の
は
、
全
く
の
個
人
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
共

存
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
、
自
分
を
利
す
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
他
を
も
利

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
い
い
加
減
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
我
利
我
利
だ
け
の
迷
界
か
ら
抜
け
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
れ
が
輪
廻
を
離
れ
る
、
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
輪
廻
を
離

れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
後
に
詳
説
し
ま
す
が
、
浄
土
宗
で
は
、
そ
の
輪
廻
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
み
な
南
無
阿

弥
陀
仏
の
お
念
仏
の
効
用
に
よ
っ
て
離
れ
さ
せ
て
頂
く
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
輪
廻
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。

自
力
で
は
な
く
、
お
念
仏
と
い
う
他
力
に
よ
っ
て
離
さ
れ
て
も
ら
う
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
が
他
力

本
願
と
い
う
こ
と
で
、
他
力
と
は
即
ち
仏
力
の
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
力
に
よ
っ
て
こ
ん
な
重
大
な
こ
と
を
成
し
得
る
、
そ
れ
が
ま
た
こ
の
上
な
く
有
難
い
わ
け
で
あ
り
ま

す
。

善
導
大
師
は
、
こ
の
理
を
、
念
仏
し
て
極
楽
往
生
し
て
寸
船
の
国
に
至
り
お
わ
っ
て
、
六
神
通
を
得

か
え
〈
し

よ
う

て
十
方
界
に
入
っ
て
苦
の
衆
生
を
救
娯
せ
ん
」
(発
願
文
)
と
お

示
し
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(
つ
づ
く
)

- 8 ー
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に
こ
に
こ
法
話お

ど
ろ
き
の
花
ま
つ
り

室長は
己 谷せ

~ JII~ 
再生

ま岱5
議 i閏t
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四
月
七
日
の
晩
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
の
家
で
は
い

つ
も
の
と
お
り

花
御
堂
作
り
が
始
ま
り
ま
し

た
。

お
母
さ
ん
が
前
も
っ

て
、
お
彼岸
に
あ
が
っ

た
お
花
を
花
の
と
こ
ろ
だ
け
を
切
っ
て
、
冷
蔵

庫
に
保
存
し
て
ま
し
た
の
で
、
お
花
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

お
父
さ
ん
は
物
置
か
ら
、
花
御

堂
を
出
し

て
き
で
組
み
立
て
ま
し
た
。

「
お
母
さ
ん
、
半
紙
と
ハ
ケ
と
そ
れ
か
ら
お
水

を
持
っ
て
き
て
ち
ょ
う
だ
い

」

「
え
え
、
そ
れ
に
や
っ
ぱ
り
や
ま
と
糊
も
必
要

で
す
よ
」

「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
と
チ
ー
ち
ゃ
ん
も
、
ご
本
堂
に



A山“ ~.一-~白. _...一.山._ ... .._ _.. .._今... -山“山⑤"~司「噛"一白-苧苧
司 ，叩- .叩" 山 寸司思h通 町 -恥 .‘..司、 '恥、恥ザ ，司恥.恥町郁 司 -噌.. -叩4 司「‘町_. .司、 ，μ九 .町、 .均_.-.恥ヤ ~叩 ._ 町 ，内、 .恥恥 .殉、 .即、~. -- .町-宇 ' 町叩" 

集
合
だ
よ
」

「
ハi
イ
、
今
年
も
私
が
正
面
に
な
る
ん
だ
」

「
今
年
は
、
私
よ」

も
大
き
い
し
、
今
年
は
期
待
で
き
る
わ
ね
」

「

そ
れ
じ
ゃ
始
め
る
ぞ
、
ス
タ
ー
ト
」

白
木
の
屋
根
に
半
紙
を
広
げ
て
置
き
、
上
か

ら
ハ
ケ
で
水
を
塗
っ
て
貼
り
、
そ
の
上
に
お
花

を
糊
で
く
っ
つ
け
て
並
べ
て
ゆ
き
ま
す
。

四
人
は
も
く
も
く

と
製
作
を
始
め
ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
ず
る
い
、
大
き
い
花
ば
っ
か
り

ミ
ー
ち
ゃ
ん
の
家
で
は
、
花
御
堂
の
屋
根
が

四
面
あ
る
の
で
、

ミ
ー
ち

ゃ
ん
、

お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と

チ
ー
ち
ゃ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
一
面

づ
っ
担
当
し
て
、

一
番
セ
ン
ス
の
い
い
、
良
く

で
き
た
と
こ
ろ
を
そ
の
年
の
正
面
に
す
る
こ
と

使
っ
て
い
る
」

「
そ
う
か
、
使
い
た
い
の
が
あ
っ
た
ら
取
っ
て

- 10 一

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
今
年
は
お
父
さ
ん
だ
っ
て
、
ガ
ン
パ
ル
ぞ
」

し
し
ぞ
」

「
や
l
だ
、
お
父
さ
ん
、
や
る
気
だ
わ
」

「
お
母
さ
ん
、
今
年
も
菊
と
き
ん
せ
ん
か
ば
っ

「
、
っ
、
つ
ん
、いい
ん
だ
け
ど
、
今
年
は
何
か
う

ま
く
で
き
な
い
な
あ
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
不
安
げ
な
顔
で
つ
ぶ
やき
ま

か
り
ね
」

「
そ
ん
な
こ
と
な
い
わ
よ
、

い
つ
も
よ
り
は

し
た
。

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
か
、

「
ど
れ
ど
れ
、
う
う
ん
、
華
や
か
さ
が
足
り
な

ス
イ
!
ト

1

ピ
!
と

か
、
ほ
ら
ラ
ン
だ
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
、
お
花

い
な
あ
。

ほ
う
、
チ
ー
ち
ゃ
ん
の
は
力
作
だ
ね
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ぇ
。

や
た
ら
花
が
多
い
ね
」

「
お
父
さ
ん
に
言
わ
れ
る
と

一
番
シ
ョ
ッ
ク

ょ
。

へ
え
、
お
母
さ
ん
の
っ
て
、

式
、
学
校
に
行
く
前
に
、
甘
茶
を
か
け
て
花
御

堂
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

い
つ
も
凡
帳

夕
方
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、

チ
ー
ち
ゃ
ん
が
お
部
屋

面
な
形
に
な
る
の
ね
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
お

父
さ
ん
の
は
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
わ
ね

え
。

何
か
考
え
あ
る
の
」

「
何
も
な
い
よ。
な
い
か
ら
こ
そ
、

に
い
る
と
、
何
か
お
母
さ
ん
の
び
っ
く
り
し
た

声
が
聞
こ
え
ま
し
た。

こ
、
つ
い
、
っ

「
お
母
さ
ん
、
ど
う
し
た
の
」

二
人
が
飛
び
出
し
て
ゆ
く
と
、
お
母
さ
ん
は

頬
を
赤
く
染
め
て
、
大
き
な
花
束
を
持
っ
て

立
っ
て
い
ま
し
た
。

寸
ど
う
し
た
こ
と
や
ら
、
お
父
さ
ん
が
急
に
こ

- 11 一

の
を
芸
術
と
言
う
ん
だ
ぞ
」

「
ま
さ
か
」

四
人
は
大
笑
い
し
、
結
局
今
年
は
四
人
で
協

議
し
た
結
果
、
チ
ー
ち
ゃ
ん
の
面
が
正
面
に
決

ま
り
ま
し
た

。

れ
を
つ
て
」

お
母
さ
ん
は
驚
い
て
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
。

「

ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
チ
ー
ち
ゃ
ん
も
来
て
く
れ
た

開
け
て
八
日
、
本
堂
の
前
に
花
御
堂
を
出
し
、

甘
茶
を
作
っ
て
桶
に
入
れ
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕

生
仏
を
中
に
納
め
て
出
来
上
が
り
ま
す。

ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
チ
ー
ち
ゃ
ん
も
今
日
は
始
業

か
。

ち
ょ
う
ど
い
い
、
お
前
た
ち
に
も
あ
げ
よ

、A1J
。

ハ
イ
こ
れ
」

お
母
さ
ん
の
よ
り
は
だ
い
ぶ
小
ぶ
り
で
し
た
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が
、
き
れ
い
な
花
束
を
二
つ
差
し
出
し
ま
し
た。

な
る
の
か
し
ら
」

お
母
さ
ん
は
ま
だ
、
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う

コ
え
、
ぇ
、お
父
さ
ん
ス
テ
キ
/
」

チ
ー
ち
ゃ
ん
は
飛
び
上
が
っ
て
喜
び
ま
し
た
。

「
ど
う
し
た
の
お
父
さ
ん
、
な
に
か
あ
っ
た
の
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
驚
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

「
そ
ん
な
に
驚
い
ち
ゃ
つ
た
か
い
、
そ
う
だ
ろ

顔
で
聞
き
ま
し
た
。

「
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
日
の
こ
と
を
、
昔
は

仏
誕
会
と
か
降
誕
会
と
か

言
っ
て
た
ん
だ
け

ど
、
明
治
時
代
の
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
が
、

『
花
ま
つ
り
』
と
命
名
し
た
ん
だ
そ
う
だ。
と

う
な
あ
。

お
父
さ
ん
も
花
束
買
う
の
な
ん
て
、

生
ま
れ
て
初
め
て
だ
も
ん
ね
。

実
は
ね
、
前
か

ら
考
え
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
な
か
な
か
で
き
な

て
も
ス
テ
キ
だ
よ
ね

。

で
も
や
っ
て
る
こ
と
は

-12-

以
前
と
ち
っ
と
も
変
わ
り
な
く
、
花
御
堂
を
飾

く
て
ね
。
今
日
は
ほ
ら
、
花
ま
つ
り
じ
ゃ
な
い

か
。

お
父
さ
ん
は
、
花
ま
つ
り
と
い
う
日
に
男

性
が
愛
す
る
人
に
お
花
を
送
る
日
だ
と
位
置
付

け
た
ら
、
ス
テ
キ
だ
な
あ
っ
て
前
か
ら
思
っ
て

る
だ
け
な
ん
だ
よ

。

そ
れ
に
ち
ょ
っ
と
難
し
く
な
る
け
ど
、
菅
、江

戸
時
代
ま
で
は
旧
暦
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
四
月

八
日
は
卯
月
八
日
と
言
っ
て
、
今
の
ち
ょ
う
ど

五
月
の
終
わ
り
頃
だ
か
ら
、
田
植
え
の
時
期
と

一
致
し
た
ん
だ
ね
。

そ
こ
で
卯
月
八
日
の
神
迎

え
の
行
事
と
一
致
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き

い
た
ん
だ
。

そ
れ
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

た
ん
だ
よ
。

て
れ
る
な
あ
」

「
ス
テ
キ
ね
。

で
も
ど
う
し
て
そ
ん
な
ふ
う
に
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な
お
寺
の
花
ま
つ
り
は
、
と
て
も
に
ぎ
わ
っ
た

そ
う
だ
。

で
も
ね
、
今
で
は
そ
の
時
期
と
も
ず

れ
て
し
ま
っ
て
、
幼
稚
園
の
あ
る
お
寺
ぐ
ら
い

し
か
、
盛
大
に
花
ま
つ
り
を
祝
う
こ
と
が
、
行
わ

れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
ん
だ
。

現
に
ほ
ら
う
ち
だ
っ
て
、
昨
日
あ
ん
な
に
み

な
で
苦
労
し
て
作
っ
た
花
御
堂
に
も
、
お
参
り

し
て
く
れ
た
人
は
数
人
し
か
い
な
か
っ
た
じ
ゃ

な
い
。

そ
れ
も
み
ん
な
、
今
日
が
亡
く
な
っ
た

方
の
お
命
日
で
み
え
た
方
だ
ろ
う
。
花
ま
つ
り

だ
け
の
た
め
に
来
て
く
れ
た
人
な
ん
か
な
い
よ

う
だ
ね
。

ち
ょ
っ
と
さ
み
し
い
き
が
す
る
ん
だ
。

つ
ま
り
自
然
の
誕
生
と
お
釈
迦
様
の
誕

生
を
か
け
て
い
た
ん
だ
ね
。

自
然
の
誕
生
は
神
に
御
礼
を
言
っ
て
い
た
わ

け
だ
か
ら
、
お
釈
迦
様
は
そ
の
両
親
に
、
そ
し

て
そ
れ
は
私
た
ち
の
両
親
に
御
礼

を
言
う
日
に

な
る
わ
け
な
ん
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
『
花
ま
つ
り
』

は
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
父
の
目
、
母
の
日
に
な

る
わ
け
だ
が
、
も
う
父
の
目
、
母
の
日
は
あ
る

- 13-

ん
だ
。

じ
ゃ
な
い
。

だ
か
ら
お
父
さ
ん
は
も
っ
と
大
き

く
と
ら
え
て

『
愛
の
日
』

に
し
よ
う
と
思
っ
た

わ
け
さ
。

バ
レ
ン
タ
イ
ン
は
女
性
か
ら
男
性
に
物
を
贈

る
日
だ
ろ
う
。

そ
し
て
最
近
急
に

言
わ
れ
だ
し

た
ホ
ワ
イ
ト

デ
l

は
、
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も

そ
こ
で
お
父
さ
ん
は
考
え
た
ん
だ
よ
。
菅
あ

れ
ほ
ど
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
『
花
ま
つ
り
』

の
心
に
は
、
卯
月
八
日
と
し
て
、
山
の
神
を
回

に
迎
え
稲
の
発
芽
を
祝
う
心
が
あ
っ
た
と
思
う

ら
っ
た
男
性
が
お
返
し
す
る
日
だ
よ
ね
。

だ
っ

た
ら
何
も
も
ら
わ
な
か
っ
た
男
性
、
ま
あ
そ
れ
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に
限
ら
ず
男
性
が
女
性
に
お
花
を
贈
る
日
が

が
い
っ
た
よ
。

花
束
作
っ

て
も
ら
う
の
を
待
っ

て
る
問
、
若
い
女
の
子
が
ち
ら
ち
ら
と
お
父
さ

ん
を
見
る
ん
で
ね
。

何
か
と
て
も
恥
ず
か
し

あ
っ
て
も
い
い
と
思
っ
た
の
さ

。

『
花
ま
つ
り
』
を
そ
う
い
う
ふ
う
に言
っ
た

ら
、
き
っ
と
バ
レ
ン
タ
イ
ン
や
ク
リ
ス
マ
ス
に

か
っ
た
ん
だ
」

「
で
も
さ
、
最
近
の
若
い
男
の
人
っ
て
平
気
で

も
負
け
な
い
く
ら
い
有
名
に
な
る
と
思
う
ん
だ

が
ど
う
だ
ろ
う
ね
」

寸
ス
テ
キ
じ
ゃ
な
い
お
父
さ
ん
、
昨
日
話
し
て

く
れ
れ
ば
、
わ
た
し
学
校
で
み
ん
な
に
お
話
で

き
た
の
に
、
女
の
子
は
み
ん
な
絶
対
喜
ぶ
わ
よ
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
す
ぐ
に
言
い
ま
し
た
。

お
花
買
っ
て
る
わ
よ
。

わ
た
し
お
花
屋
さ
ん
で

よ
く
会
う
も
ん
」

「
そ
う
だ
よ
ね
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
が言
う
よ
う
に
、

- 14-

最
近
で
は
若
い
人
達
は
、
平
気
に
な
り
つ
つ
あ

る
ん
だ
よ
。

だ
か
ら
な
お
さ
ら
運
動
を
始
め
る

「

男
性
が
お
花
を
プ
レ
ゼ
ン
ド
す
る
習
慣
は
、

外
国
で
は

一
般
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
日

本
で
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」

お
母
さ
ん
が
冷
静
に
言
い
ま
し
た
。

「
確
かに
そ
う
だ
と
思
う
。

お
父
さ
ん
も
今
日

お
花
屋
さ
ん
で
花
束
買
う
の
、
と
っ
て
も
勇
気

-
』
キ
品
、

』

』

い
い
と
思
う
ん
だ
」

「

お
父
さ
ん
が
お
花
買
う
の
と
て
も
ス
テ
キ
だ

ょ
。

で
も
さ
、
明
日
雪
降
ら
な
い
か
な
あ

」

ご
」
ら
、

ミ
ー

ち
ゃ
ん
た

ら
」

三
人
に
と
っ
て

ま
さ
に
驚
き
の
花
ま
つ
り
で

し

た
。



O
H
維
持
会
員

H

'̂ 
の
ご
加
入

の

お

願

し、

• 

法
然
上
人
鍍
仰
会
は
月
刊
誌
『
浄
土
』
を
刊
行
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
念
仏
信
仰

の
実
銭
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
、
『
浄
土
』
誌
は
五
十
八
巻
を
刊
行
し
、
錆
仰
会
創
立
以
来
の
熱

意
を
盛
り
返
し
た
く
努
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
弊
会
の
活
動
は
、
『
浄
土
』
誌
の
刊
行
が
唯

一
の
務
め

と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
細
々
と
し
た
微
力
な
努
力
に
終
始
し
て
い
る
状
態
で
す
。
し
か
も
雑
誌
の
発

行
自
体
も
不
手
際
や
遺
漏
の
多
い
作
業
で
、
愛
読
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
諸
兄
に
は
、
ま
こ
と
に
申

し
訳
な
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
と
も
か
く
も

『
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
遅々
と
し
た

歩
み
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
一
歩
一
歩
前
進
し
て
ま
い
り
た
く
、
担
当
の
も
の
、
一
層
の
精
進

を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
「年
会
賞
金

二
万
円

」
の
ご
助
成
を
も
っ
て
、
弊
会
の
維
持
会
貝
と
し
て
月
刊
『
浄

土
』
刊
行
に
暖
か
い
ご
支
援
を
賜
わ
り
た
く
、
重
ね
て
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

。
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合
も
あ
る
。
ほ
か
の
と
こ
ろ

に
出
張
し
て
行
な
う
場

で
が
い
ち
ょ
う

合
は
、
出
開
帳
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の

い
が
い
ち
ょ
う

土
地
で
営
ま
れ
る
場
合
が
、
居
開
帳
で
あ
る
。

開
帳
の
期
日
は
、

一
般
に
は
春
先
か
ら
初
夏
、
三

月
、
四
月
の
時
節
時
候
の
お
だ
や
か
な
ほ
ど
よ
い
頃

合
い
が
選
ば
れ
る
。
参
詣
し
、
拝
観
す
る
善
男
善
女

は
、
各
寺
院
の
秘
仏
を
拝
し
て
、
も
と
よ
り
そ
の
信

仰
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。

開
帳
の
時
は
今
な
り
南
無
阿
弥
陀

(虚
子
)

平
生
は
め
っ
た
に
拝
む
こ
と
の
で
き
な
い
秘
仏

は
、
各
寺
院
で
大
切
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。

霊
験
あ
ら
た
か
な
尊
像
を
心
よ
り
拝
し
て
、
そ

の
功
徳
効
験
を
素
直
に
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
信
心
も
ま
す
ま
す
強
く
深
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

開
帳
や
小
さ
な
御
像
の
あ
り

が
た
さ
(裕
彦
)

@
①
①
③
⑨
⑧
 
(
ロ
)

開

帳

勝
崎
裕
彦

f

し
と
ち
ょ
う
ひ
ち
ょ
う

寺
院
で
日
を
定
め
て
厨
子
な
ど
の
戸
帳
、
扉
帳

を
開
い
て
、
内
部
に
安
置
し
た
仏
像
や
祖
師
像
な
ど

が
親
し
く
人
々
に
礼
拝
さ
れ
る
こ
と
を
開
帳
と
い

-
-
F
e
'
b

r・
‘3・
4
m
A
，

ぅ

。
戸
帳
は
、
斗
を
伏
せ
た
形
で
あ
る
か
ら
斗
帳

と
も
害
く
が
、
と
ば
り
、
た
れ
ま
く
、
た
れ
ぎ
ぬ
で

か
い
ひ
吋
い
が
ん

あ
る
。

開
扉
、
啓
禽
と
も
い
う
。

啓
禽
と
は
、
仏
像

を
安
置
し
た
帳
台
の
禽
を
開
く
と
い
う
意
味
合
い
で

あ
る
。

普
通
は
、
三
年
目
、
七
年
目
、
三
十
三
年
目
、

あ
る
い
は
六
十
年
固
な
ど
の
特
定
の
日
を
期
し
て
、

秘
仏
や
尊
像
を
公
開
す
る
場
合
を
い
う
が
、
も
ち
ろ

ん
臨
時
の
場
合
や
参
拝
の
た
び
ご
と
に
聞
か
れ
る
場

=
=
=
=
=
=
=
=
=
-
=
=
=
-
=
=
=
=
=
=
=
=
-
=
-
E
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
一
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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そ
の
姿
を
み
る
に
、

左
右
二
十
一
本
の
管
と
、
あ

と
数
百
本
の
小
さ
な
手
か
ら

成
っ
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
る
。

こ
の
観
音
の
頭
の
数
は
十
一
面
、
二
十
五

面
な
ど
、
二
種
類
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
経
典

に
よ
る
と
五
百
面
の
も
の
ま
で
説
い
て
い
る
が
、
し

か
し
そ
れ
は
現
在
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

皆
の
持

物
は
不
空
間
絹
索
観音
の
象
徴
で
あ
る
獣
を
捉
え
る
縄

千
手
観
音

札止
口

ひ
、

1

• 

の

野

千
手
観
音
は
党
語
で
サ
ハ
ス
ラ

・

プ
ジ
ャ
と
い

う

。

千
本
の
腕
を
持
つ
も
の
と
い
う
意
味
の

訳
で
あ

る
。

こ
の
観
音
は
詳
し
く
は
千
手
千
眼
観
世
音
あ
る

い
は
千
眼
千
管
観
世
音
と
い
い
、
ま
た
千
管
観
音
、

大
悲
観
音
な
ど
と
も
い
う
。

密
号
は
大
悲
金
剛
で
、

六
観
音
の
一
つ
で
あ
る
。
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の
絹
索
、
揚
柳
観
音
の
象
徴
で
あ
る
揚
柳
な
ど
を

持
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
l
教
の
シ

の
聞
に
、
十

一
種
類
の
経
典
が
訳
さ
れ
た
が
、
こ
の

こ
と
は
そ
れ
程
多
く
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

そ
し
て
中
園
、
敦
燈
に
お
い
て
は
か
な
り

多
く
の
遺
品
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国

に
お
い
て
も
こ
の
ほ
と
け
の
信
仰
は
、
天
平
年
聞
か

ら
お
こ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
日
本
の
観
音
信
仰
は
千

手
観
音
を
も
っ
て
頂
点
と
す
る
と
い
っ
て
も
差
支
あ

る
ま
い
。

こ
の
こ
ろ
唐
よ
り
帰
朝
し
た
玄
附
が
千
手

観
音
経
一
千
巻
を
書
写
し
、
ま
た
唐
僧
鑑
真
が
千
手

観
音
像
を
わ
が
国
に
も
た
ら
し
て
い
て
、
平
安
朝
の

時
代
に
至
る
ま
で
遺
品
の
像
が
数
多
く
造
ら
れ
て
い

る
。

ヴ
ァ
神
の
象
徴
で
あ
る
偶
額
、
同
じ
く
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

神
の
宝
螺
員
を
持
つ
な
ど
重
層
信
仰
の
跡
を
示
し
て

い
る
。

そ
も
そ
も
人
々
の
観
音
に
対
す
る
期
待
は
、
年
と

共
に
、
信
仰
が
広
が
る
と
共
に
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
た
。

そ
し
て
人
々
は
、
さ
ら
に
、
絶
大
な
力
を

持
っ

て
私
共
を
護
っ
て
く
れ
る
観
音
を
望
む
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
こ
で
遂
に
千
本
の
手
を
も
っ
観
音
を

造
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
変
化
し
、
ま

た
最
も
複
雑
な
形
姿
の
も
の
が
、
観
音
の
分
身
と
し

て
は
最
も
強
力
な
観
音
と
し
て
連
華
王
の
名
さ
え
つ

け
ら
れ
て
い
る
。

千
手
観
音
は
そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

大
悲
心
の
限
り
な
い
功
徳
を
私
共
に
対
し
て
投
げ
か

け
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

千
手
観
音
に
関
す
る
経
典
は
七
世
紀
半
ば
こ
ろ
か

ら
漢
語
に
訳
さ
れ
は
じ
め
、
八
世
紀
後
半
こ
ろ
ま
で
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馬
頭
観
音

持
ち
、
頭
上
に
化
悌
と
白
馬
の
頭
を
頂
き
、
三
面
二

皆
、
あ
る
い
は
三
面
八
腎
の
も
の
が
広
く
み
ら
れ
、

三
面
の
う
ち
二
面
が
そ
の
左
右
に
あ
っ
て
怒
り
の
面

と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
一
面
が
頂
上
に

あ
っ
て
馬
頭
が
そ
の
上
に
あ
る
。

わ
が
国
に
こ
の
観
音
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
西
大
寺

の
建
立
さ
れ
た
前
の
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
は

地
方
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て

こ
の
観
音
は
一
切
の
障
害
を
打
破
っ
て
く
れ
る
も
の

だ
と
い
わ
れ
て
い
る

。

古
来
、
馬
頭
観
音
は
寺
院
の

境
内
は
無
論
、
路
傍
、
あ
る
い
は
街
の
四
つ
辻
な
ど

に
よ
く
み
か
け
る
。

こ
の
併
は
わ
が
国
の
人
々
の
極

め
て
あ
っ
い
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
馬

に
よ
っ
て
荷
物
の
運
搬
な
ど
を
し
て
い
た
時
代
に

は
、
馬
の
安
全
を
祈
る
本
車
と
し
て
人
々
か
ら
あ
っ

く
尊
崇
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

馬
頭
観
音
は
党
名
を
ハ
ヤ
・
グ
リ

l

ヴ
ァ
と
い

う
。
中
国
語
で
は
師
子
無
畏
観
音
と
呼
ぶ
。
六
観
音

の
一
つ
で
あ
る
。
八
大
明
王
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ

る
。
こ
の
観
音
は
ヒ
ン
ド
ゥ
1

教
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神

の
化
身
、
ハ
ヤ
・

グ
リ
l
ヴ
ァ
、
「
馬
の
頭
を
も
っ
者
」

が
悌
教
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

馬
頭
を

頭
に
安
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
菩
薩
の
姿
と
し
て
は

異
様
な
感
も
す
る
が
、
こ
れ
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
馬

頭
に
化
身
し
て
、
強
大
な
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
神

話
か
ら
き
て
い
る
。

そ
の
姿
は
念
怒
の
形
相
を
し
て
い
る
が
、
観
音
の

う
ち
で
念
怒
の
相
を
示
し
て
い
る
の
は
こ
の
観
音
の

み
で
あ
る

。
念
怒
の
象
徴
で
あ
る
火
炎
状
の
光
背
を
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る
像
は
三
面
四
管
で
、
各
面
に
三
目
が
あ
り、

正
面

は
肉
色
、
右
面
は
青
色
、
左
面
は
黒
色
で
あ
る
。

こ

の
三
面
は
貧
、
眠
、
擬
の

三
毒
の
実
相
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。

そ
し
て
四
管
の
う
ち
、
左
の
第

一
手
は
蓮

華
、
第
二
手
は
濡
索
、
右
の
第
一
手
は
念
珠
、
第
二

は
瓶
を
持
つ
。

そ
の
他
に
は

一
面
八
管
の
像
も
あ
る
。

ま
た
顔
に
怒
り

の
表
情
を
含
め
た
、
し
か
も
相
好
の

姿
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

不
空
絹
索
観
音
像
は
イ
ン
ド
で
は
発
見
さ
れ
て
い

な
い
が
、
し
か
し
、
ア
モ
l

ガ
・

パ
l

シ
ヤ
は
イ
ン

ド
に
お
け
る
観
音
の
ロ
l

ケ
l

シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
の

一
つ

の
名
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
に
は
こ
の
観
音
の
像
が
み

ら
れ
、
敦
埠
に
も
一
面
六
智
像
の
壁
画
が
あ
る
。

東

大
寺
三
月
堂
の
本
尊
は
わ
が
国
天
平
時
代
の
代
表
作

ふ
〈
う

付
ん
じ
ゃ
〈

か
ん
の
ん

不
空
白
絹
索
観
音

こ
の
観
音
は
「
フ
ク
ウ
ケ
ン
サ
ク
カ
ン
ノ
ン
」
と

も
読
む
。
党
語
を
ア
モ
1

ガ
・

パ
1

シ
ャ
と
い
う

。

こ
れ
は
「
物
を
捕
え
る
に
失
敗
す
る
こ
と
の
な
い
罵

索
を
も
っ
者
」

の
訳
で
あ
る
。

こ
の
観
音
の
別
名
を

不
空
広
大
、
明
王
観
世
音
な
ど
と
も
い
う。
密
号
は

等
引
金
剛
で
、
六
観
音
ま
た
は
七
観
音
の
一
つ
と
さ

れ
る
。

こ
の
観
音
の
姿
を
み
る
と
、
多
種
多
様
で
あ
っ
て
、

き
ま
っ
た
形
姿
が
な
い
。

自
在
王
究
経
に
よ
る
と
、

こ
の
観
音
は

一
面
、
三
目
、
四
瞥
の
像
を
説
く
。

身

色
は
黄
色
で
、
四
腎
の
う
ち
、
左
の
上
手
に
蓮
華
を

と
り
、
下
手
に
操
瓶
を
持
ち
、
右
の
上
手
は
施
無
畏

印
、
下
手
は
数
珠
を
と
る
。

胎
蔵
界
漫
茶
羅
に
お
け

で
お
る
。

こ
の
観
音
の
成
立
し
た
の
は
十

一
面
観
音
と
同
時
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期
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
音
に
対
す
る
信
仰
は

わ
が
国
に
お
い
て
は
天
平
時
代
か
ら
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
観
音
は
強
大
無
比
の
威
力
を
持
っ
た
ほ
と
け
で

あ
り
、
人
聞
が
煩
悩
の
ま
ま
に
行
動
し
な
い
よ
う
に

人
間
を
縛
り
と
ど
め
る
縄
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ほ
と
け
は
そ
の
名
の

よ
う
に
網
で
魚
を
す
べ
て
救
い
あ
げ
る
よ
う
に
、

一

人
残
ら
ず
信
者
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

た
も
の
で
あ
る
。

六
観
音
の

一
つ
で
あ
る
。

チ
ュ
ン

デ
ィ
は
も
と
密
教
の
女
神
で
あ
る
が
、
の
ち
観
音
の

一
つ
と
さ
れ
た
。

こ
の
観
音
に
関
す
る
独
立
し
た
経
典
で
、
中
国
に

知
ら
れ
た
の
は
西
暦
紀
元

六
八
O
年
こ
ろ
の
も
の
で

七
倶
肱
悌
母
心
大
准
堤
蛇
羅
尼
経
で
あ
る
。

そ
し
て

一
部
に
は
観
音
で
は
な
い
と
い
う
説
も
あ
っ
た
が
、

し
か
し
こ
の
経
典
に
よ
っ
て
観
音
の
一
つ
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

准
肱
観
音

こ
の
ほ
と
け
の
姿
は
、
頭
部
に
化
悌
を
つ
け
て
い

な
い
。

儀
軌
に
よ
る
と
、
正
確
に
造
像
さ
れ
た
場
合

に
は
、
一
面
、
一
二
目
、
十
八
瞥
像
で
あ
る
が
、
こ
の

ほ
と
け
の
像
は
二
管
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
他
多

数
の
腕
を
持
つ
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
て
お
り
、
そ
の
姿
は
ま
っ
た
く
一
定
し
て
い
な
い

准
提
観
音
と
も
書
く
。
准
低
は
党
語
チ
ュ
ン
デ
ィ

の
音
写
で
あ
る
。
詳
し
く
は
七
倶
肱
悌
母
准
肱
と
い

い
、
そ
れ
を
略
し
た
准
提
悌
母
と
も
い
う
。

ま
た
噂

那
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
准
抵
の
転
音
し

の
で
あ
る
。
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こ
の
観
音
は
過
去
か
ら
未
来
に
か
け
て
多
く
の

人
々
の
外
的
厄
難
、
精
神
的
災
難
、
お
よ
び
精
神
的

な
迷
い
を
除
き
、
さ
と
り
の
道
を
安
全
に
歩
ま
せ
る

と
誓
願
を
持
っ
た
ほ
と
け
で
あ
る
。
ま

た
女
神
で
あ

る
と

こ

ろ
か
ら
悌
母
と
呼
ば
れ
、
わ
が
国
で
は
特
に

子
授
け
と
安
産
の
観
音
と
し
て
、
女
性
を
中
心
に
広

く
尊
崇
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ

う
に
、
こ

の
観
音
は
物
質
の
み
で
な
く
、
精
神
的
な
迷
い
か
ら

人
々
を
救
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の

点
に
お
い
て
は
観
音
の
性
格
を
少
し
は
ず
れ
て
い
る

と
い
え
な
く
も
な
い

。

如
意
輪
観
音

知
意
輪
観
音
は
六
観
音
ま
た
は
七
観
音
の

一
つ
で

あ
る
。
経
典
に
よ
る
と
如
意
輪
観
音
と
は
「
車
輪

を

も
っ
知
意
珠
」
の
意
味
で
あ
る
。

知
意
輪
観
音
の
像
に
多
面
の
も
の
は
な
い
。
管
の

数
は
二
本
、
四
本
、
六
本
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

経
典
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
二
管
で

、

右

手
に
知
意
宝
珠
を
捧
持
し
、
左
手
に
観
音
の
象
徴
で

あ
る
蓮
華
を
持
つ
。

と
こ
ろ
が
わ
が
国
で
は
、
平
安

朝
時
代
以
後
に
な
っ
て
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
た
六
骨
像

で
は
、
左
第
三
手
に
法
輪
を
持
っ
て
い
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
こ
の
観
音
像
は
膝
を
く
ず
し
た
、
安
楽
な

坐
り
方
を
し
て
い
て
、
い
か
に
も
人
間
に
親
し
み
を

感
じ
さ
せ
る
恰
好
を
し
て
い
る
。

密
教
に
お
い
て
、
こ
の
観
音
を
本
尊
と
し
て
除
災
、

延
命
、
子
授
け
、
安
産
を
祈
願
す
る
修
法
を
「
准
提

法
」
と
い
う
。
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知
意
輪
観
音
は
車
輪
が
ど
こ
ま
で
も
転
が
っ
て
ゆ

く
よ
う
に
、
意
の
ま
ま
に
ど
こ
へ
で
も
あ
ら
わ
れ
て
、

衆
生
を
救
う
ほ
と
け
と
い
う
意
味
で
多
く
の
人
々
に

繁
黙
と
財
宝
を
与
え
る
ほ
と
け
と
さ
れ
て

い
る
。

そ

し
て
そ
の
繁
栄
や
財
宝
を
授
け
る
の
は
、
物
質
に
限

ら
ず
、
福
徳
や
智
慧
を
も
授
け
る
こ
と
を
誓
願
と
し

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
単
な
る
現
世
利
益
的
な
も
の

に
と
ど
ま
ら
ず
、
悌
教
的
信
仰
を
そ
の
背
後
に
つ
よ

.
く
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、

密
教
修
行
者
の
本
尊
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
て
、
密

教
僧
侶
の
修
行
の
段
階
で
こ
の
観
音
を
礼
拝
す
る
こ

と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し

か
し
こ
の
観
音
は
大
日

経
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
観
音
は
あ
ら
ゆ
る
方
角
に
顔
を
向
け
た
十

一

面
観
音
で
も
、
千
本
の
腕
を
持
っ
て
衆
生
を
救
済
す

る
と
い
う
千
手
観
音
で
も
満
足
す
る
こ
と
の
で
き
な

く
な

っ
た
信
者
の
願
い
が
、
い
ず
こ
に
あ
っ
て
も
、

車
輪
を
持
っ

て
き
て
、
救
済
し
て
く
れ
る
と
い
う
よ

う
な
観
音
を
自
然
に
産
み
だ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。平

安
時
代
に
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
知
意
輪
観
音

の
普
通
の
姿
は
六
替
で
あ
り
、
現
在
、
「
三
知
意
輪

観
音
」

と
し
て
有
名
な
河
内
の
観
心
寺
の
本
尊
、
大

和
の
宝
生
寺
の
本
尊
、
兵
庫
の
神
呪
寺
の
本
草
の
三

体
は
い
ず
れ
も
こ
の
時
代
の
傑
作
で
あ
る
。
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人
々
か
ら
多
く
の

信
仰
を
あ
つ
め

て
い
る
観
音
と
し
て
、
水
月

、
魚
盤
、
白
衣
、
葉
衣
、

揚
柳
、
毘
倶
防
等
も
あ
る
。

な
お
毘
倶
防
は
毘
倶
肘

菩
薩
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
密
教
に
お
い
て
信
仰
さ

れ
て
お
り
、
女
性
神
の

一
尊
で
あ
る
が
、
観
音
菩
薩

の
分
身
と
さ
れ
て
い
る
。
(
了
)

以
上
の
ほ
か
、
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「浄
土
」
表
紙
版
画
絵
販
売
に
つ
い
て
の
ご
案
内
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「
浄
土
』
四
月
号
を
こ
こ
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

ど
う
か
、
『
浄
土
』
誌
の
充
実
と
継
続
の
た
め
に
、
会
員
諸
兄
の
皆
さ
ま
の
暖
か
い
ご
支
援
と
ご
高
配
を
心
よ
り
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

好
評
の
『
浄
土
』
誌
表
紙
版
画
絵
は
、
格
調
高
い
小
林
治
郎
先
生
の
作
品
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す

。

小
林
先
生
の
ご
厚
意
を
得

て
、
豪
華
額
縁
に
装
丁
し
て
販
売
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
木
製
の
高
級
額
縁
代
も
含
め
て
、
金
二
五

O
O
O
円
と

い
う
お
求
め
や
す
い
お
値
段
で
、
季
節
感
に
溢
れ
た
芸
術
味
豊
か
な
版
画
掛
物
が
購
入
で
き
る
わ
け
で
す

。

ど
う
ぞ
振
替
に
て
ご

注
文
願
え
れ
ば
幸
い
で
す。

ま
た
、
大
き
さ
の
方
は
、
『
浄
土
』
表
紙
絵
よ
り
は
ず
っ
と
大
き
く
、
約
加
畑
×
却
伺
位
の
大
き
さ
で
す
が
、
額
縁
の
大
き
さ

で
い
え
ば
却
価
×
印
個
程
の
大
変
豪
警
な
一
幅
と
な
り
ま
す
。

な
お
限
定
販
売
の
た
め
、
予
定
数
に
遣
し
ま
し
た
ら
、
自
・
し
駅
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
こ
と
わ
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

し
か

し
現
在
の
と
こ
ろ
、
昨
年
度
及
び
一
昨
忽
度
の
版
画
絵
も
、
正
月
号
か
ら
十
二
月
号
ま
で
の
在
庫
も
充
分
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ふ

る
っ
て
ご
注
文
願
え
れ
ば
幸
い
で
す
。

(申
し
込
み
先
}
一T
一口
一一
東
京
都
千
代
間
区
飯
田
裕
一|

二
|

六

法
然
上
人
鎖
仰
会

振
替
(
東
京
)
八
ー
八
一
二
八
七
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三五
白ロ

季

ら

み

... ~、

や
壬
申
の
年
ω

天
皇
(
す
め
ろ
ぎ
)
の
真
名
読
み
難
し
春
燈
下

文
献
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
頭
に
浮
か
ん

だ
一
句
で
あ
る
。
読
み
難
し
と
締
麗
事
を
言
っ
て
い

る
が
、
読
め
な
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
直
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
れ
は
も
う
半
じ
物
で
あ
る

。
本
当
に
、
当

(さ)

き
の

し
た

り
ゅ
う

ち

木

下

家一日

隆
(随
鋒

時
は
こ
ん
な
呼
び
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
欽
明
天
皇
は
天
国
排
開
広
庭
(
あ
め
く
に
お

し
は
ら
き
ひ
ろ
に
は
)
、
敏
達
天
皇
は
訳
語
田
淳
中

倉
太
珠
敷
(
お
き
だ
の
ぬ
な
く
ら
の
ふ
と
た
ま
し
き
)

・な
の
で
あ
る
。

呪
術
的
な
意
味
が
あ
る
の
か
な
、
落

、



語
の
「
寿
限
無
」
だ
な
あ
、
こ
れ
は
、
な
ど
と
余
計

な
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
自
の
衰
え
か
ら
く
る
疲
労

の
せ
い
だ
ろ
う
か
。

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

蘇
我
氏
は
氏
族
の
心
の
拠
り
処
と
し
て
、
古
く
か

ら
仏
教
を
信
仰
し
て
い
た
。
勿
論
大
和
の
豪
族
も
一

族
を
ま
と
め
る
手
段
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
信

仰
(
便
宜
上
土
俗
信
仰
と
し
て
お
く
)
を
持
っ
て
い
っ

た
が
、
他
氏
族
と
同
一
の
神
を
杷
る
の
で
は
な
く
、

多
分
に
閉
鎖
的
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
信
仰
の
対
象

と
な
る
も
の
も
漠
然
と
し
て
い
た

。

そ
れ
に
比
べ
る

と
仏
教
は
開
放
的
で
あ
り
、
仏
像
と
い
う
目
に
見
え

る
対
象
が
あ
っ
た
し
、
何
よ
り
の
強
み
は
、
人
々
を

説
得
す
る
教
義
を
記
し
た
経
典
が
存
在
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
人
心
を
収
撹
す
る
の
に
こ
ち
ら
が
有
利
な

こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
な
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

稲
田
が
大
臣
(
お
お
お
み
)
と
し
て
歴
史
に
登
場

す
る
の
は
、
第

二
八
代
宣
化
天
皇
の
第
一
年

(五
三

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
公
式
記
録
に
は
、
仏
教
は
欽

明
天
皇
の

一
三
年
(
五
五
二
i

皇
紀
二
二
二
年
)

に
、
突
然
伝
来
し
た
か
の
よ
う
に
警
か
れ
方
を
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
帰
化
人
の
某
が
仏
像
を

杷
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
な
い
で
は
な
い
。
史
害

で
は
こ
れ
を
私
的
伝
来
と
し
て
あ
ま
り
重
要
視
し
て

い
な
い
が
、
こ
の
時
代
す
で
に
仏
教
は
我
が
国
に
か

な
り
浸
透
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

少
な

く
と
も
蘇
我
稲
田
の
出
身
地
で
お
る
越
前
国
で
は
、

広
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
私
は
す
る
の
で
あ

る
。

そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
伝
来
ほ
や
ほ
や
の
仏
教

を
、
稲
自
が
執
揃
に
推
し
た
意
図
が
あ
や
し
く
な
る
。

人
間
そ
う
そ
う
急
に
マ
ニ
ア
ッ
ク
に
な
れ
る
も
の
で
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五
年
)
か
ら
で
、
継
体
天
皇
の
残
後
四
年
目
の
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
聞
に
継
体
天
皇
を
継
い
だ
第

一
皇
子

の
安
閑
天
皇
を
廃
し
、
第
二
皇
子
を
擁
立
し
て
宣
化

天
皇
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
か
な
か
の
錬
腕
家

で
あ
る
。

こ
の
事
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
稲
田
は

継
体
天
皇
の
在
位
中
か
ら
す
で
に
朝
廷
の
中
枢
に

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
宣
化
天
皇

も
在
位
は
四
年
と
短
く
、
第
四

皇
子
が
即
位
と
し
て

欽
明
天
皇
と
な
っ
て
か
ら
も
、
稲
田
は
大
臣
の
地
位

に
止
ま
っ
て
い
る
。

次
々
に
天
皇
が
交
代
し
て
い
る

の
で
、
長
い
年
月
が
経
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
と

ら
わ
れ
る
が
、
仏
教
伝
来
の
年
は
継
体
天
皇
が
大
和

入
り
し
た
年
か
ら
数
え
て
も
、
僅
か
二
五
年
後
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。

大
和
の
豪
族
、
中
で
も
軍
政
面
を
司
る

大
伴
氏
や

物
部
氏
は
継
体
王
朝
の
軍
門
に
降
っ
た
経
緯
は
あ
っ

て
も
、
依
然
蘇
我
氏
と
措
抗
す
る
勢
力
を
維
持
し
て

お
り
、
土
俗
信
仰
に
よ
る
同
族
聞
の
結
束
は
侮
り
難

い
も
の
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
大
和
の
地
に
も
仏
教

は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
実
に
浸
透
し
て
行
っ
た。

二
十
五
年
間
、
稲
田
は
大
連

(お
お
む
ら

じ
)
で
あ

る
物
部
尾
輿
を
屈
服
さ
せ
る
機
会
を
持
ち
続
け
た
。

そ
し
て
機
熟
せ
り
と
見
る
や
、
百
済
の
聖
明
王
に
要

請
し
て
、
仏
像
と
経
典
を
貢
物
の
形
で
贈
っ
て
も

ら
っ
た
。

稲
目
に
し
て
み
れ
ば
、
天
皇
の
お
墨
付
き

を
得
て
、
一
気
に
反
対
勢
力
の

一
掃
を
目
論
ん
だ
の

で
あ
る
が
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
つ
天
皇
は
、

仏
教
に
疫
病
退
散
の
力
が
あ
れ
ば
認
め
よ
う
と
い
う

裁
定
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た

。

結
果
的
に
は
実
効
が

上
が
ら
ず
、
仏
像
な
ど
に
尾
輿
の
手
の
者
に
よ
っ
て

難
波
の
堀
江
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
大
和
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
難
波
ま
で
棄
て
に
行
く
と
い
う
の
も
、
ご
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苦
労
な
話
で
あ
る
。

推
古
天
皇
の
二
一
年
で
あ
っ
た
が
、

記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。

特
に
目
立
っ
た

同
じ
よ
う
な
争
い
が
敏
達
天
皇
の
下
で
も
、
稲
目

の
子
馬
子
と
尾
輿
の
子
守
屋
と
の
聞
で
起
っ
て
い

る

。
一
つ
の
事
実
が
二
棟
に
伝
わ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
父
の
意
志
と
継
い
て
息
子
遥
が

宗
教
を
政
争
の
具
に
覇
権
を
競
っ
た
と
見
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
結
局
守
屋
は
皇
位
継
承
問
題
の
も
つ

れ
か
ら
馬
子
が
率
い
る
連
合
軍
に
破
れ
、
物
部
氏
は

滅
亡
す
る
が
、
「
日
本
霊
異
記
」
は
こ
れ
を
仏
罰
を

蒙
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。

単
純
に
考
え
れ
ば
蘇
我
氏

と
物
部
氏
の
勢
力
争
い
の
結
果
と
受
け
取
れ
る
が
、

実
は
土
俗
信
仰
が
仏
教
に
破
れ
た
宗
教
戦
争
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

仏
教
伝
来
か
ら
約
三
五
年
に
し
て
、
仏

教
は
我
が
国
の
宗
教
と
し
て
公
的
な
地
位
を
確
立
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
六
O
年
の
聞
に
天
皇
の
入
れ
替
わ
り
は
激
し

い
。
即
ち
欽
明
・

敏
達
・

用
明
・

崇
峻
・

推
古
と
五

代
を
数
え
る
が
、
敏
達
以
下
は
い
ず
れ
も
欽
明
天
皇

の
子
供
で
、
こ
の
他
に
も
穴
穂
部
間
人
皇
女
と
穴
穂

部
皇
子
が
い
る
が
、
何
番
目
の
子
供
で
あ
っ
た
か
記

録
は
な
い
。
皇
女
は
異
母
兄
の
用
明
天
皇
の
皇
后
と

な
り
厩
戸
皇
子

(後
の
聖
徳
太
子
)
を
産
む
が
、
皇

子
は
敏
遥
天
皇
の
残
後
即
位
し
よ
う
と
し
た
が
果
た

せ
ず
用
明
天
皇
の
残
後
再
び
即
位
を
図
っ
た
が
、
馬

子
ら
に
よ
っ
て
物
部
守
屋
と
共
に
粛
清
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
皇
女
と
皇
子
の
母
は
稲
田
の
娘
小
姉

君
だ
か
ら
、
争
っ
た
皇
子
と
馬
子
は
甥
・
伯
父
の
関

係
だ
し
、
仏
教
を
目
の
敵
に
し
て
い
た
守
屋
が
そ
の

皇
子
と
結
託
し
て
勢
力
挽
聞
を
策
し
た
の
だ
か
ら
、

次
の
壬
甲
は
、
六

一
二
年

(
皇
紀
一
二七
二
年
)
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話
は
や
や
こ
し
い
。

第
=
二
代
用
明
天
皇
、
後
に
敏
遥
天
皇
の
皇
后
か

ら
第
三
三
代
推
古
天
皇
と
な
っ
た
額
田
部
皇
女
の
母

も
稲
目
の
娘
、
堅
塩
媛
で
あ
っ
た
。
稲
目
は
何
人
妾

腹
の
娘
を
欽
明
天
皇
に
押
し
付
け
た
の
か
し
ら
な
い

が
、
欽
明
天
皇
の
後
を
継
い
だ
四
人
の
天
皇
の
う
ち
、

崇
峻
天
皇
の
母
も
小
姉
君
だ
か
ら
、

三
人
ま
で
が
稲

田
の
娘
達
の
産
ん
だ
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四

代
の
朝
廷
を
牛
耳
っ
た
の
が
、
稲
目
を
継
い
で
大
臣

に
な
っ
た
馬
子
で
あ
っ
た
。

外
戚
の
長
と
し
て
絶
大

な
権
力
を
持
っ
た
こ
の
馬
子
を
、
天
皇
だ
っ
た
と
す

る
説
が
あ
る
が
、
蘇
我
氏

一
色
の
天
皇
家
の
系
図
を

見
る
と
、
蘇
我
王
朝
の
感
は
否
め
な
い
。

馬
子
は
甥

や
姪
の
天
皇
の
生
殺
与
奪
の
権
を
握
っ
て
い
た
の
だ

か
ら
、
除
の
天
皇
だ
っ
た
と
し
て
も

一
向
に
お
か
し

く
は
な
い
の
で
あ
る
。

祖
父
の
稲
目
や
伯
父
の
馬
子
が
熱
烈
な
仏
教
信
者

で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
馬
子
の
甥
の
諸
皇
子
は
そ

れ
ほ
ど
仏
教
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

政
を
私
す

る
馬
子
に
対
す
る
反
発
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

排

仏
論
者
の
物
部
守
屋
と
手
を
組
ん
だ
穴
穂
部
皇
子

も
、
ま
た
第
三
二
代
崇
峻
天
皇
も
馬
子
に

よ

っ
て
暗

殺
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
排
仏
的
な
言
動
が
高
じ
て
馬

子
の
不
興
を
買
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
引
き
換
え
、
皇
女
の
ほ
う
は
い
ず
れ
も
熱
心
な

仏
教
徒
だ
っ
た
。

敏
遥
天
皇
も
、
用
明
天
皇
も
、
後

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
后
に
感
化
さ
れ
て
仏
教
に
帰
依

し
て
い
る
が
、
馬
子
の
目
を
そ
ら
す
た
め
の
カ
ム
フ

ラ
ー
ジ
ュ
だ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
政
略

結
婚
の
道
具
で
し
か
な
か
っ
た
女
性
は
、
果
敢
無
い

身
の
行
く
末
を
案
じ
て
仏
に
す
が
る
心
が
強
か
っ
た

か
ら
、
全
身
全
霊
で
仏
教
に
の
め
り
込
む
こ
と
が
で
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き
た
の
で
あ
ろ
う
。

頃
、
異
母
妹
の
穴
穂
部
間
人
皇
女
を
皇
子
に
要
し
た

の
は
彼
女
で
あ
っ
た
。
同
じ
敬
慶
な
仏
教
徒
と
し
て

敏
達
皇
后
は
、
こ
の
年
若
い
皇
女
を
愛
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
子
の
い
な
か
っ
た
彼
女
は
生

ま
れ
て
き
た
厩
戸
皇
子
を
実
の
子
の
よ
う
に
慈
し

み
、
ま
た
、
そ
の
聡
明
さ
を
こ
よ
な
き
も
の
に
思
い
、

仏
の
道
を
説
い
て
養
育
し
た
の
で
あ
っ
た
。

即
位
す

る
や
否
や
天
皇
は
太
子
を
摂
政
に
据
え
、
以
後
治
世

三
六
年
の
間
政
治
に
は
一
切
タ
ッ
チ
せ
ず
、
仏
道
三

昧
と
物
見
遊
山
に
明
け
暮
れ
た
。

こ
れ
は
馬
子
に
対

す
る
彼
女
の
せ
め
て
も
の
抵
抗
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

が
で
き
た
の
は
聖
徳
太
子
と
い
う
後
ろ
盾
が
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
が
挙
げ
た
大
き
な
業
績
と
し
て
は
、
冠

位
一
一
一
階
と憲
法

一
七
条
の
制
定
が
言
わ
れ
る
が
、

追
附
使
の
派
遣
や
仏
教
の
興
隆
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

何
代
も
前
の
皇
后
を
何
と
呼
ん
で
い
い
の
か
分
か

ら
な
い
の
で
、
敏
遥
天
皇
を
取
り
敢
え
ず
敏
達
皇
后

と
し
て
お
く
が
、
彼
女
に
も
意
地
が
あ
っ
た
。
崇
峻

天
皇
を
暗
殺
し
た
伯
父
馬
子
か
ら
即
位
を
要
請
さ
れ

た
時
、
一
旦
は
固
辞
し
、
用
明
天
皇
の
遺
児
厩
戸
皇

子
を
推
し
た
が
、
こ
れ
は
、
皇
子
の
若
年
を
理
由
に

馬
子
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
本
当

は
皇
子
の
聡
明
さ
を
馬
子
が
嫌
っ
た
の
で
あ
る
が

:
・
:。

結
局
、
皐
子
を
皇
太
子
と
認
め
る
な
ら
ば
と

う
条
件
付
き
で
、
彼
女
は
要
請
を
受
け
容
れ
、
第
三

三
代
推
古
天
皇
と
な

っ
た
が
、
自
分
は
あ
く
ま
で
も

つ
な
ぎ
で
、
機
を
見
て
聖
徳
太
子
と
改
名
し
た
皇
太

子
に
譲
位
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
彼
女
が
聖
徳
太
子
に
固
執
し
た

か
と
い
う
と
、
同
腹
の
弟
用
明
天
皇
が
ま
だ
皇
子
の
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ぃ
。
殊
に
古
代
仏
教
は
こ
の
人
が
い
な
け
れ
ば
、
現

在
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
発
展
を

遂
げ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
す
べ
て
蘇
我
氏
の
同
意
が

な
け
れ
ば
で
き
な

い
こ
と
で
あ

っ
た
。

摂
政
と
は
い

え
、
太
子
は
独
断
専
行
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
蘇

我
氏
の
意
に
沿
っ
た
政
を
行
っ
た
の
で
、
大
臣
と
し

て
権
勢
並
び
な
き
馬
子
も
け
ち
の
つ
け
よ
う
が
な

く
、
娘
を
贈
っ
て
ご
機
嫌
を
取
り
結
ん
だ
節
さ
え
見

え
る
が
、
煙
た
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な

か
っ
た
。

壁
が
取
り
払
わ
れ
た
だ
け
、
馬
子
の
そ
れ
に
輸
を
か

け
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
始
め
は
、
皇
位
継
承
に

練
腕
を
振
る
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
に
人
が
い
な

か
っ
た
訳
で
も
な
い
の
に
、
蝦
夷
は
敏
遥
天
皇
の
皇

女
糠
手
姫
と
皇
孫
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
と
の
間
に
生

ま
れ
た
王
子
を
抜
擢
し
て
第

三
四
代
針
明
天
皇
と

し
、
針
明
天
皇
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
皇
后
(
敏
達

天
皇
の
曲
目
孫
茅
浮
王
の
娘
)
を
即
位
さ
せ
、
第
三
五

代
皇
極
天
皇
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
敏

達
天
皇
の
血
筋
と
い
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
こ
の
人

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
根
拠
は
な
い。

恐
ら
く
己
の
意
の
ま
ま
に
な
り
そ
う
な
人
物
を
探
し

出
し
て
来
て
、
強
引
に
位
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
四
代
の
天
皇
に
な
る
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人

物
、
山
背
大
兄
王
と
い
う
人
が
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず

で
あ
る
。
(
続
く
)

六
二
二
年
に
太
子
が
、
そ
の
四
年
後
に
馬
子
が
、

更
に
そ
の
二
年
後
の
六
二
八
年
に
推
古
天
皇
が
残
し

て
、
天
皇
家
と
蘇
我
氏
の
密
月
時
代
は
終
駕
し
た
。

聖
徳
太
子
の
残
後
、
老
齢
の
馬
子
に
代
わ
っ
て
大

臣
と
な
っ
た
蝦
夷
の
専
横
ぶ
り
は
、
太
子
と
い
う
障
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<-

紹
介
を

貝

の

。

。

。

。

。

。

月
刊
紙
「
浄
土
』
の
刊
行
、
な
ん
と
か
続
け
て
い
る
と
い
う
現
状
で
す
。

編
集
に
も
遺
漏
が
多
く
、
ま

た
校
正
の
ミ
ス
も
相
変
ら
ず
で
す
。

出
版
印
刷
を
お
願
い
し
て
い
る
方
々
に
も
、
き
び
し
い
業
界
の
昨
今

の
あ
り
ょ
う
の
中
で
、
と
も
か
く
懸
命
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

わ
ず
か
の
人
数
で
の
雑
誌

出
版
、
発
送
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
、
と
も
か
く
『
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
法
然
上
人
錆

仰
会
の
六
十
年
に
な
ら
ん
と
す
る
歩
み
を
止
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

失
敗
や
不
手
際
の
多
い
こ
と

な
が
ら
一
歩
一
歩
の
歩
み
を
今
後
も
少
し
ず
つ
進
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

会
員
読
者
諸
兄
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
決
し
て
少
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
上
な
に
か
を

お
願
い
も
で
き
に
く
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
今
後
と
も
暖
か
い
ご
助
成
、
ご
支
援
を
切
に
お

願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
一
ペ
ー
ジ
、
ポ
ッ
カ
リ
あ
い
た
埋
め
草
と
し
て
、
心
よ
り
の
謝
意
に
あ
わ

せ
て
、
臆
面
も
な
い
お
願
い
を

記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

法
然
上
人
鍍
仰
会
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