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曽

我

物

語

と

二

人

比

丘

尼

二
人
比
丘
尼
と
い
え
ば
、
そ
の
特
異
な
内
容
と
流
麗
な
文
体
と
を
以
て
、
仮

名
草
子
の
中
で
も
既
に
定
評
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、作
者
鈴
木
正
三
の
文
名
も
、

主
と
し
て
此
の
作
に
よ
っ
て
嗜
一伝
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
、
此
の
作
品

が
、
全
面
的
に
正
三
つ
独
創
の
み
か
ら
成

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
事
も
周
知
の

事
で
、
既
に
石
田
元
季
氏
ら
に
よ
っ
て
、　
一
体
骸
骨
、
九
相
詩
、　
一
体
二
人
比

丘
尼
等
の
原
拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
而
も
そ
れ
ら
の
原
拠
は
、
こ
の
作
品
の

趣
向
の
主
要
部
に
於
て
そ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か

ら
い
え
ば
、
こ
の
作
品
に
於
て
は
正
三
は
、
新
し
い
趣
向
を
創
造
す
る
才
能
よ

り
も
、
寧
ろ
古
い
趣
向
を
換
骨
奪
胎
し
、
再
組
織
す
る
才
能
を
見
せ
た
と
い
う

事
が
出
来
る
。

本
稿
は
更
に
曽
我
物
語
を
原
拠
の
一
つ
と
し
て
追
加
指
摘
す
る
事
に
よ
っ
て

右
の
事
実
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
こ
れ
は
前
記
の
三
原
拠
が

極
め
て
重
要
な
部
分
に
関
与
す
る
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
影
響
が
部

分
的
な
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
作
品
の
構
想
全
体
に
わ
た
っ
て
影

響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
考

察
す
る
事
は
、
同
時
に
こ
の
作
品
の
構
想
や
創
作
態
度
を
考
察
す
る
事
で
も
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

鈴

木

一予

こ
の
考
察
は

一
つ
の
思
い
つ
き
に
始
ま
っ
て
い
る
。

二
人
比
丘
尼
の
冒
頭
に
、

来
て
少
時
も
と
ヽ
ま
ら
ざ
る
は
有
為
転
変
の
住
家
、
生
滅
を
此
処
に
定
が

た
し
。
去
て
再
び
帰
ら
ざ
る
は
冥
土
き
や
く
し
や
う
の
別
、
後
悔
を
誰
が
家

に
か
と
は
ん
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
中
、　
コ
一度
帰
ら
ざ
る
は
冥
土
き
や
く
し
や
う
の

別
」
な
ど
は
、
例
の
一
体
骸
骨
の
中
に
も
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
対
句
の
形
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
出
典
と
見
な
さ
れ
る
も
の
も

見
当
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
取
り
合
わ
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
取

り
合
わ
せ
た
の
は
や
は
り
作
者
正
三
の
創
作
か
と
思
っ
て
い
た
。
然
し
文
章
の

調
子
が
如
何
に
も
拠
る
所
が
有
り
そ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
心
に
と
め
て
い

た
所
、
最
近
、
曽
我
物
語
巻
九
の
冒
頭
に
、

来

っ
て
暫
時
も
留
ら
ざ
る
は
有
為
転
変
の
悟
、　
去
り
て
再
度
帰
ら
ざ
る

は
、
冥
土
黄
泉
の
別
な
り
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
事
に
気
づ
い
た
。
文
章
そ
の
も
の
は
、
厳
密
に
は
同

一
で

は
な
い
か
ら
、
な
お
疑
間
の
余
地
は
あ
る
が
、
同
様
の
語
句
を
対
旬
に
し
て
い

る
所
、
更
に
そ
れ
が
共
に
冒
頭
に
見
ら
れ
る
と
い
う
所
か
ら
、
正
三
の
拠
っ
た

所
は
、
或
い
は
此
処
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
る
。



そ
こ
で
他
に
も
そ
の
よ
う
な
例
が
見
当
ら
な
い
か
と
思
っ
て
、
改
め
て
両
書

を
読
み
く
ら
べ
て
見
る
と
、
後
述
の
奸
く
諸
所
に
於
て
そ
れ
を
発
見
す
る
事
が

出
来
た
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
文
章
上
の
類
似
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
各
場
面
に

於
け
る
趣
向
や
、
全
体
の
構
想
の
上
に
ま
で
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
即
ち
比
較
考
察
を
進
め
る
に
従
っ
て
、
二
人
比
丘
尼
の
原
拠
と
し
て
の
曽

我
物
語
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

曽
我
物
語
は
所
調
戦
記
物
語
の
中
で
も
非
常
に
啓
蒙
的
態
度
の
露
骨
な
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
仮
名
草
子
と
よ
く
似
た
性
質
の
文
学
作
品
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
そ
の
故
か
、
仮
名
草
子
時
代
に
は
よ
く
読
ま
れ
た
ら
し
く
、
度
々

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
辻
講
釈
な
ど
に
よ
る
普
及
は
暫
く
論
外
に
置
く
と
し
て
、

今
二
人
比
丘
尼
の
初
刊
を
正
保
年
中
と
見
て
、
そ
．の
頃
ま
で
の
刊
行
を
調
べ
て

見
て
も
、
ま
ず
寛
永
四
年

（
一
六
二
七
）
に
平
仮
名
整
版
本
が
出
、
次
い
で
正

保
三
年

（
一
六
四
六
）
に
平
仮
名
絵
入
本

（丹
緑
本
）
が
出
て
い
る
。
こ
う
し

た
再
々
の
板
行
は
、
此
の
書
の
好
評
で
盛
に
流
布
し
た
事
実
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
正
三
の
日
に
入
っ
た
可
能
性
も
多
い
わ

け
で
あ
る
。
特
に
正
三
は
関
ケ
原
、
大
坂
の
陣
に
も
参
加
し
た
な
か
な
か
忠
勇

義
烈
の
武
人
で
あ
り
、
出
家
後
も
そ
の
武
人
の
心
を
失
わ
な
か
っ
た
人
で
あ
る

か
ら
、
こ
う
し
た
戦
記
物
語
に
対
す
る
関
心
も
常
人
以
上
に
高
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。
し
か
も
自
ら
も
亦
著
作
を
す
る
人
で
あ
る
。
正
三
が
二
人
比
丘
尼
執

筆
以
前
に
曽
我
物
語
を
読
ん
で
い
た
事
は
、
ま
ず
疑
い
が
な
い
と
い
っ
て
良
い

で
あ
ろ
う
。

二
人
比
丘
尼
の
構
想
は
主
と
し
て
曽
我
物
語
の
巻
十

一
、
巻
十
二
の
両
巻
の

構
想
と
対
応
す
る
。
尤
も
そ
う
は
い
っ
て
も
、
両
者
は
話
も
随
分
違
う
し
、
両

方
を
読
み
く
ら
べ
て
見
て
一
目
瞭
然
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
は
正

三
の
換
骨
奪
胎
が
甚
だ
巧
妙
で
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
曽
我

物
語
か
ら
二
人
比
丘
尼
へ
の
移
行
は
、　
一
体
骸
骨
や
九
相
詩
の
場
合
の
よ
う
に

単
純
露
骨
な
も
の
で
は
な
く
、
う

っ
か
り
し
て
い
る
と
気
づ
か
ず
に
過
ぎ
て
し

ま
う
程
自
然
に
、
巧
妙
に
運
ば
れ
て
い
る
。
即
ち
な
ま
の
形
の
ま
ゝ
で
取
入
れ

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
幾
つ
か
の
要
素
に
分
解
さ
れ
、
そ
の
各
、
が
み
ご

と
に
消
化
変
形
さ
れ
た
上
で
、
別
の
形
に
再
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
我
々
も
そ
れ
を
追
求
す
る
に
当
っ
て
は
、
分
析
と
綜
合
の
二
過
程
を
経
て

問
題
を
追
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

ま
ず
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。
二
人
比
丘
尼
全
篇
を
使
宜
上
十
段
に
分
け
て
、

各
段
の
趣
向
乃
至
筋
書
の
大
要
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（以
下
の
丁

付
は
、
京
都
寺
町
二
条
上
町
、
堤
六
左
衛
門
開
板
の
一
冊
本
に
よ
る
。）

①
冒
頭
―
―

「ぼ
だ
い
の
身
を
求
め
ざ
る
」

（
一
オ
）
ま
で
。

序
。
出
離
を
勧
め
る
全
篇
の
主
題
の
呈
示
。

②
ｌ
ｌ

「
心
の
う
ち
社
か
な
し
け
れ
」

（
ニ
ウ
）
ま
で
。

発
端
。
主
人
公
須
田
弥
兵
衛
の
妻
が
、
亡
夫
を
頻
り
に
慕
う
事
。
亡
夫
の
一

周
忌
を
営
む
事
。

③
ｌ
ｌ

「な
く
ノ
ヽ
宿
に
立
帰
り
ぬ
」

（七
ウ
）
ま
で
。

主
人
公
の
戦
場
訪
間
０
　
小
家
の
女
と
語
り
合
い
、
そ
こ
に
一
泊
す
る
事
。

④
ｌ
ｌ

「
し
ば
し
や
す
ら
ひ
侍
り
け
り
」

（
八
オ
）
ま
で
。

主
人
公
の
戦
場
訪
間
０
　
野
辺
の
感
慨
に
感
極
ま
る
事
。

⑤
ｌ
ｌ

Ｆ
」
の
と
こ
ろ
に
立
入
侍
り
け
り
」

（十
五
オ
）
ま
で
。

草
堂
の
一
夜
。
夢
に
あ
ま
た
の
骸
骨
出
で
来
り
、
無
常
を
説
く
事
。

⑥
ｌ
ｌ

「
ね
ぶ
る
が
如
く
し
て
う
せ
給
ひ
ぬ
」

（十
九
ウ
）
ま
で
。

寡
婦
の
身
の
上
話
。
と
あ
る
寡
婦
の
家
に
入
り
て
、
共
に
身
の
悲
劇
を
歎
き

合
う
事
。
寡
婦
の
死
。

⑦
ｌ
ｌ

「
心
ざ
し
こ
そ
あ
り
が
た
け
れ
」

（十
八
ウ
）
ま
で
。



不
浄
観
。
寡
婦
の
屍
の
七
日
目
毎
に
変
り
ゆ
く
を
見
て
、
深
く
無
常
を
観
じ
　
　
巻
十

一

主
人
公
出
家
の
事
。

○
虎
曽
我
へ
来
り
し
事

③
ｌ
ｌ

「祈
り
給
ふ
ぞ
あ
り
が
た
き
」

（升

一
ウ
）
ま
で
。

僧
の
訓
戒
。
出
家
の
導
師
に
、
出
家
後
の
修
行
法
に
つ
い
て
教
訓
を
受
け
る

事
。

◎
―
―

「仏
つ
示
し
給
ふ
本
意
な
り
」

（升
八
オ
）
ま
で
。

老
比
丘
尼
の
説
教
。
尊
き
老
比
丘
尼
を
訪
ね
、
種
種
教
え
を
受
け
る
事
。

⑩
ｌ
ｌ
末
尾
ま
で
。

得
悟
、
老
比
丘
尼
の
教
え
に
よ
り
て
悟
り
、
衆
生
を
済
度
し
て
、
大
往
生
を

遂
ぐ
る
事
。

以
上
の
中
、
⑤
が

一
体
骸
骨
に
よ
る
趣
向
を
持
ち
、
⑦
が
九
相
詩
に
拠
り
、

⑨
が

一
体
二
人
比
丘
尼
の
趣
向
を
用
い
て
い
る
事
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
来
た

所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ム
ヽ
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
効
果
的
な
箇
所
で
も

あ
る
が
、
な
お
こ
れ
だ
け
で
は
部
分
的
な
要
素
に
過
ぎ
ず
、
須
田
弥
兵
衛
の
妻

の
出
家
物
語
と
い
う
全
体
の
大
筋
は
、
そ
の
埓
外
に
あ

る
事

が
認
め
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
ら
の
部
分
的
要
素
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
と
思
う
。

次
に
曽
我
物
語
の
分
析
で
あ
る
。
二
人
比
丘
尼
と
関
係
の
あ
る
箇
所
は
、
前

述
の
如
く
、
巻
十

一
、
巻
十
二
の
両
巻
に
集
中
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、

関
係
の
な
い
章
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、

（筋
に
は
関
係
な
く
、
連
想
さ
れ
る

故
事
を
挙
げ
て
一
章
と
す
る
例
は
、
曽
我
物
語
に
は
特
に
多
く
、
そ
う
い
う
章

は
無
関
係
と
な
っ
て
い
る
。）

今
必
要
な
章
だ
け
を
抽
き
出
し
て
、
二
人
比
丘

尼
の
場
合
と
同
様
に
並
べ
て
見
る
。
曽
我
物
語
の
各
章
は
そ
れ
ス
ヽ
単

一
の
要

素
か
ら
成

っ
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で
、
こ
れ
を
以
て
分
析
に
代
え
得
る
わ
け

で
あ
る
。

（数
字
は
使
宜
上
章
を
表
わ
す
も
の
を
そ
の
ま
ゝ
用
い
、
題
も
そ
の

ま
ヽ
取
っ
た
。）

曽
我
兄
弟
の
死
を
聞
い
た
虎
御
前
は
悲
し
み
に
た
え
ず
、
愛
人
十
郎
の
亡
き

。　
跡
を
慕
っ
て
曽
我
を
訪
れ
、
兄
弟
の
母
に
逢
う
。
十
郎
の
旧
居
に

一
泊
。

０
母
虎
を
具
し
て
箱
根
へ
上
り
し
事

兄
弟
の
母
と
虎
御
前
は
、
五
郎
の
縁
り
の
地
箱
根
へ
上
り
、
別
当
に
会
い
、

互
に
涙
を
し
ば
る
。
次
章
に
わ
た
っ
て
別
当
の
教
訓
が
あ
る
。

①
箱
根
に
て
仏
事
の
事

箱
根
で
別
当
の
導
師
で
兄
弟
の
仏
事
が
行
わ
れ
、
悲
し
み
を
新
た
に
す
る
。

別
当
の
涙
な
が
ら
の
説
法
が
あ
る
。

巻
十
二

〇
虎
箱
根
に
て
行
別
れ
し
事

虎
御
前
は
泣
く
ノ
ヽ
落
飾
す
る
「
善
光
寺
を
指
し
て
旅
立
つ
。

○
井
出
の
館
の
あ
と
見
し
事

途
中
、
富
士
の
裾
、
井
出
の
館
の
跡
を
訪
れ
、
兄
弟
奮
戦

の
地
を
さ
ま
よ

Ｏ
手
越
の
少
将
に
遇
ひ
し
事

姉
で
あ
り
、
諸
経
の
愛
人
で
あ
っ
た
少
将
に
会
い
、
身

の
悲
劇

を
嘆
き
あ

〇
虎
と
少
将
と
法
然
に
逢
ひ
奉
り
し
事

少
将
も
出
家
し
、
都
に
法
然
を
訪
ね
て
法
談
を
聴
き
、
念
仏
修
行
に
励
む
。

①
母
と
二
宮
の
姉
大
磯
へ
尋
ね
行
き
し
事

二
人
は
大
磯
の
山
奥
に
庵
を
結
び
、
行
い
す
ま
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
兄
弟
の

母
と
姉
が
訪
ね
て
来
る
。

Ｏ
少
将
法
間
の
事



母
の
求
め
に
応
じ
て
、
少
将
の
尼
が
念
仏
修
行
の
要
諦
を
説
く
。

①
母
と
二
宮
行
き
別
れ
し
事

人
々
一
心
に
念
仏
を
修
し
、
そ
れ
た
ヽ
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
。

さ
て
、
以
下
両
者
の
趣
向
の
対
比
に
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
、

こ
の
換
骨
奪
胎
は
極
め
て
巧
妙
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
プ
ロ
ッ
ト
が

平
行
し
て
進
ん
で
い
な
い
事
も
多
い
。
然
し
そ
の
反
面
、
案
外
な
枝
葉
末
節
ま

で
が
忠
実
な
対
応
を
示
し
て
い
る
事
も
多
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
化
と
相
似

の
二
面
に
注
意
し
な
が
ら
検
討
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

先
の
分
析
表
に
よ
り
、
曽
我
物
語
の
巻
十

一
か
ら
、
順
を
追
っ
て
、
対
応
す

る
要
素
を
取
り
出
し
、
挙
げ
て
見
よ
う
。

ま
ず
曽
我
物
語
巻
十

一
の
○
は
、
二
人
比
丘
尼
の
②
と
対
応
す
る
。

虎
御
前
と
母
と
の
歎
き
が
、
そ
の
ま
ゝ
、
須
田
弥
兵
衛
の
妻
の
愁
嘆
に
通
ず

る
。
た
ゞ
二
人
比
丘
尼
の
方
が
文
章
が
簡
単
な
の
は
、
二
人
比
丘
尼
の
方
で
は

事
前
の
事
情
の
説
明
が
ご
く
簡
単
な
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
曽

我
物
語
の
方
で
は
、
十
巻
に
及
ぶ
曽
我
兄
弟
の
物
語
が
、
兄
弟
の
死
に
よ
っ
て

終
結
し
た
直
後
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
、
比
較
に
な
ら
な
い
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
も
規

模
に
於
て
は
比
較
に
な
ら
な
い
よ
う
な
、
単
に
趣
向
の
上
だ
け
の
対
応
を
示
す

事
が
度
々
あ
る
が
、
そ
れ
は
右
の
理
由
か
ら
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し

そ
の
ほ
か
に
も
曽
我
物
語
が
長
篇
小
説
で
あ
り
、
二
人
比
丘
尼
が
短
篇
小
説
で

あ
る
事
か
ら
も
容
認
さ
れ
る
べ
き
事
だ
と
思
う
。

叉
○
は
③
と
も
対
応
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
虎
御
前
が
十
郎
の
住
居
に

独
り
夜
を
明
か
す
所
は
、
須
田
の
妻
女
が
小
家
に
一
泊
す
る
所
と
全
く
同
じ
趣

向
で
あ
る
。
見
る
物
聞
く
物
す
べ
て
亡
夫
を
偲
ば
せ
ぬ
も
の
は
な
い
伏
屋
の
独

り
寝
を
、
両
者
と
も
非
常
に
よ
く
似
た
美
文
で
語
っ
て
い
る
。

次
に
○
は
③
と
対
応
す
る
。

故
人
の
事
を
語
り
合
っ
て
泣
く
趣
向
も
同

一
な
ら
、
余
り
に
愛
執
の
念
深
き

は
罪
な
り
と
い
う
よ
う
な
批
判
や
反
省
が
出
る
の
も
共
通
で
あ
る
。
こ
の
批
判

は
曽
我
物
語
で
は
箱
根
の
別
当
が
出
し
、
二
人
比
丘
尼
で
は
小
家
の
女
房
が
出

し
て
、
主
人
公
が
応
ず
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
女
房
の
批
判
が

別
当
の
批
判
の
壮
大
さ
に
著
し
く
遜
色
を
見
せ
る
の
は
咎
め
る
べ
き
事
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

①
は
②
に
対
応
す
る
。

二
人
比
丘
尼
は
主
人
公
が
、
亡
夫
の
一
月
忌
を
、

「
た
つ
と
き
僧
を
く
や
う

申
し
」
て
営
む
所
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
想
の
ヒ
ン
ト
は
恐
ら
く

こ
の
箱
根
の
仏
事
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
曽
我
物
語
巻
十
二
に
入
る
。
巻
十
二
の
○
は
二
人
比
丘
尼
の
⑦
か

ら
③
に
対
応
す
る
。

主
人
公
の
出
家
と
、
そ
れ
に
続
く
旅
立
ち
の
姿
が
共
通
で
あ
る
事
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
な
お
③
に
於
け
る
山
寺
の
僧
の
訓
戒
は
、
曽
我
物
語
で
は
巻
十

一

の
Ｏ
と
Ｏ
に
わ
た
る
別
当
の
説
法
に
当
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
も
、
二

人
比
丘
尼
の
方
は
、

「あ
ひ
か
ま
へ
て
ノ
ヽ
、
い
た
づ
ら
に
月
日
を
送
り
給
は

ば
、
か
み
を
そ
り
た
る
し
る
し
あ
る
ま
じ
。」
　

「も
し
も
心
ざ
し
あ
る
人
と
御

聞
き
候
は
ば
、
道
の
遠
き
を
も
か
へ
り
み
ず
、
い
づ
く
ま
で
も
た
づ
ね
行
き
給

へ
、
と
か
く
此
の
身
を
有
る
物
と
思
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。」

な
ど
と
勇
猛
精
進

。
を
勧
め
、
曽
我
物
語
は

「
こ
れ
を
実
の
善
知
識
と
な
し
て
、
他
念
な
く
菩
提
心

を
起
し
給
ヘ
ピ

「
か
や
う
に
思
ひ
切
り
、
誠
の
道
に
入
り
給
ひ
候
は
ゞ
余
念

な
く
行
じ
給
ひ
候
へ
よ
」
等
と
激
励
し
て
い
る
の
で
、
類
似
し
た
も
の
を
認
め

得
る
よ
う
で
あ
る
。
又
、
訓
戒
を
終
え
て
い
よ
ノ
ヽ
出
発
の
時
の
様
子
を
写
し



た

「細
や
か
に
教
え
ら
れ
け
り
」

（曽
我
）
　

「
こ
ま
や
か
に
教
へ
て
い
だ
し

給
ひ
け
り
。」

（
二
人
）
の
両
文
も
、　
両
書
の
僧
侶
の
態
度
、
或
い
は
役
割
に

密
接
な
連
絡
が
あ
る
事
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
う
。

Ｏ
は
④
と
対
応
す
る
。

両
者
の
戦
場
訪
間
が
対
応
す
る
事
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ

の
箇
所
は
最
も
な
ま
の
ま
ま
で
摂
取
せ
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
文
章
も
よ
く
似

た
気
分
の
哀
愁
に
満
ち
た
美
文
で
あ
る
。
特
に
こ
の
戦
場
を
何
処
と
も
指
定
し

て
い
な
い
二
人
比
丘
尼
が
、
や
は
り
富
士
の
裾
野
を
思
わ
せ
る
広
漠
た
る
草
原

を
表
現
し
て
い
る
事
は
、
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
挿
絵
も
此
の
箇

所
は
両
頁
見
開
き
の
大
型
と
し
、
広
漠
た
る
原
野
の
感
じ
を
巧
み
に
出
し
て
い

スリ
。な

お
曽
我
物
語
で
は
、
虎
御
前
の
案
内
役
に
翁
を
登
場
せ
し
め
、
兄
弟
の
奮

戦
の
模
様
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
が
、
二
人
比
丘
尼
で
は
そ
の
趣
向
は
③
に
於
て

果
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
小
家
の
女
が
翁
の
役
で
、
主
人
公
に
、

「須
田
弥
兵
衛

殿
と
や
ら
ん
、　
一
ぢ
ん
に
す
す
み
出
、
お
ほ
く
の
か
た
き
を
ほ
ろ
ば
し
、
つ
い

に
う
た
れ
さ
せ
給
ふ
」
等
と
語
る
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
こ
の
戦
場
訪
間
の
場

で
、
両
書
共
に
二
首
の
歌
を
並
べ
掲
げ
て
い
る
事
は
、
緊
密
な
関
係
を
予
想
せ

ず
に
は
一
寸
説
明
の
つ
け
ら
れ
な
い
一
致
だ
と
思
う
。

Ｏ
は
⑥
と
対
応
す
る
。

こ
れ
は
手
越
の
少
将
と
寡
婦
と
が
対
応
す
る
人
物
で
あ
る
事
を
示
す
だ
け
で

十
分
で
あ
ろ
う
。
尤
も
手
越
の
少
将
の
数
奇
な
運
命
は
、
巻
八
以
来
の
布
石
が

あ

っ
て
こ
そ
の
重
量
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
此
処
に
初
登
場
し
た
寡
婦
で
は

対
抗
す
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
を
補
う
為
か
、
二
人
比
丘
尼
で
は
得
意
の
美
文
調

で
こ
の
寡
婦
の
過
去
を
語
り
流
し
て
い
る
。
し
か
も
此
の
女
一房
が
主
人
公
と
共

に
出
家
し
よ
う
と
誓
う
所
な
ど
を
見
る
と
、
作
者
は
余
程
こ
う
し
た
対
応
関
係

に
気
を
配
っ
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

（手
越
の
少
将

も
、
虎
御
前
の
出
家
に
共
鳴
し
て
出
家
す
る
。）

０
は
③
⑨
に
対
応
す
る
も
の
と
見
得
る
。

曽
我
物
語
の
法
然
は
、
③
の
僧
と
も
、
⑨
の
老
比
丘
尼
と
も
役
割
の
共
通
性

を
見
る
事
が
出
来
る
が
、
短
い
章
だ
か
ら
決
定
し
難
い
。
勿
論
こ
う
い
う
考
察

で
は
無
理
に
対
応
さ
せ
て
こ
じ
っ
け
に
な
る
事
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。　
一
体
、
法
然
の
思
想
は
①
で
少
将
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
特
に
こ
れ
に
対
応
者
を
置
く
必
要
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
又
、
二
人
比
丘

尼
の
方
で
は
、
手
越
の
少
将
役
の
女
房
が
、
出
家
を
遂
げ
ぬ
中
に
急
死
す
る
の

で

（九
相
詩
の
趣
向
を
取
り
入
れ
る
為
の
変
形
）、　
益
、
不
釣
合
に
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
然
し
、
出
家
し
た
新
比
丘
尼
が
行
脚
に
出
か
け
る
話
そ
の
も
の
は

③
か
ら
⑨
に
か
け
て
見
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
趣
向
の
一
部
は
つ
な
が
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

○
は
◎
と
対
応
す
る
。

③
は

一
体
二
人
比
丘
尼
に
よ
る
事
は
既
述
の
通
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
引
用
関

係
に
よ
っ
て
も
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
が
、
草
庵
の
描
写
な
ど
は
や

は
り
曽
我
物
語
に
拠

っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
二
人
比
丘
尼
の
方
が
詳

細
な
描
写
を
持
っ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
文
章
を
対
比
し
て
見
れ
ば
同

一
趣
向

で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
対
応
は
枝
葉
末
節
に
至
る
ま
で
、
神
経
質

な
ま
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後
に
文
章
を
比
較
す
る
時
に
再
び
取
り
上

げ
る
事
に
し
よ
う
。

Ｏ
は
や
は
り
◎
に
対
応
す
る
。

法
間
の
内
容
が
念
仏
論
に
収
飲
す
る
所
が
、
両
書
共
通
で
、
も
う

一
つ
の
原

拠
で
あ
る

一
体
二
人
比
丘
尼
が
坐
禅
と
公
案
を
勧
め
る
趣
旨
を
持
っ
て
い
る
事

を
思
う
と
、
こ
の

「
二
人
比
丘
尼
」
と
い
う
書
名
ま
で
拝
借
し
た
原
拠
に
、
そ



の
最
も
肝
要
な
る
べ
き
思
想
に
於
て
背
い
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。
勿
論
こ

れ
は
容
易
な
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
二
人
比
丘
尼
が
曽

我
物
語
と
、
予
想
以
上
に
深
い
思
想
的
連
関
を
持
っ
て
い
た
事
を
示
す
事
実
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
来
正
三
は
、
禅
僧
で
あ
り
な
が
ら
念
仏
を
好
み
、
特

に
女
人
に
は
こ
れ
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
女
人
を
対
象
と
す

る
こ
の
作
品
に
表
わ
れ
た
事
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
そ
し
て
こ
ゝ
に
盛
ら
れ

た
五
種
の
念
仏
論
は
、
全
く
正
三
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「果
限
念
仏
」

に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
行
け
ば
、
勿
論
曽
我
物
語
の
念
仏
論
と
も

か
な
り
個
性
的
な
差
異
を
生
ず
る
訳
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
正
三
は
、
曽
我

物
語
の
法
然
式
念
仏
論
を
是
と
し
て
、
こ
れ
と
握
手
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
構
想

に
取
り
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
ゝ
に
新
た
な
方
便
の
書
を
作
っ
た
わ
け
で
ぁ

る
。　
一
体
二
人
比
丘
尼
か
ら
は
、
そ
の
構
想
の
み
か
、
部
分
的
に
は
一
部
の
語

旬
ま
で
そ
の
ま
ヽ
に
引
用
し
た
が
、
看
話
禅
は
も
と
よ
り
彼
の
好
む
所
で
は
な

く
、
ま
し
て
、

「あ
り
と
思
へ
ば
な
し
、
な
し
と
思
へ
ば
あ
り
」
と
い
う
よ
う

な
法
間
は
、
最
初
か
ら
真
似
る
意
志
が
な
か
っ
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
①
は
⑩
と
対
応
す
る
。

こ
れ
も
特
に
説
明
を
要
し
な
い
が
、
た
だ
二
人
比
丘
尼
の
方
は
得
悟
の
状
況

が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
増
補
に
な
っ
て
い
る
。
悟
っ
た
瞬
間
に
、

「な
し
ノ
ヽ

ノ
ヽ
」
と
い
っ
て
歓
喜
し
て
い
る
の
は
、
寛
永
十
六
年
八
月
二
十
八
日
朝
、
正

三
自
身
が
到
達
し
た

「莫
妄
想
」
の
境
地
で
、
聴
鞍
橋
に
見
え
る
彼
自
身
の
体

験
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
彼
が
こ
の
作
品
に
並
々
な
ら
ぬ
力
を
注
ぎ
そ
の
結
果
に
か
な
り
の
満

足
を
感
じ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（線
は
対
応
関
係
を
示
す
。）

二
人
比
丘
尼

曽

我

物

語

巻

土

　

　

　

巻

　

十

二

こ
れ
は
か
な
り
複
雑
な
関
係
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は
、
要
素
の
分
析
が
大
ま

か
過
ぎ
た
為
で
も
あ
る
。
然
し
要
素
を
余
り
に
微
細
化
す
る
と
、
却
っ
て
煩
雑

に
も
な
る
し
、
細
部
と
主
要
部
と
の
見
分
け
も
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の

で
、
こ
の
位
で
一
応
の
様
子
を
探
る
事
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
各
部
分
の
趣
向
に
つ
い
て
対
応
関
係
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
登
場
人

物
個
々
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。

曽
我
物
語
巻
十

一
十
二
の
主
人
公
虎
御
前
が
、
二
人
比
丘
尼
の
主
人
公
須
田

弥
兵
衛
の
妻
に
変
身
し
て
い
る
事
は
今
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（兄
弟
の
母
の

要
素
の
時
に
も
混
入
す
る
。）

面
白
い
事
に
、
二
人
比
丘
尼
の
②
に
、

「須
田

弥
兵
衛
と
い
ふ
も
の
、
二
十
五
才
に
し
て
う
ち
じ
に
し
、
さ
い
女
十
七
才
に
し

て
、
愁
嘆
の
涙
に
む
せ
び
」
と
あ
っ
て
、
主
人
公
の
年
齢
が
出
て
い
る
が
、
こ

れ
は
曽
我
物
語
巻
四
の
十

「大
磯
の
虎
思
染
む
る
事
」
の
中
に

「虎
と
い
ひ
て

十
七
歳
に
な
り
け
る
遊
君
を
」
と
見
え
る
、
虎
御

前

の
年
齢
と
一
致
し
て
い

る
。
尤
も
こ
れ
は
虎
御
前
が
十
郎
を
失
っ
た
年
齢
で
は
な
い
が
、
曽
我
物
語
の

中
で
初
め
て
虎
御
前
を
紹
介
す
る
所
に
見
え
る
数
字
で
あ
り
、
他
に
彼
女
の
年

を
明
確
に
示
し
た
箇
所
が
な
い
事
か
ら
も
、
最
も
強
く
印
象
に
残
る
数
字
で
あ

る
事
に
注
意
し
た
い
。
勿
論
こ
れ
は
偶
然
か
も
知
れ
な
い
か
ら
固
執
は
し
な
い

が
、
面
白
い
と
思
っ
て
見
れ
ば
面
白
い
一
致
で
あ
る
。

夫
の
須
田
弥
兵
衛
は
当
然
曽
我
の
十
郎
に
当
る
で
あ
ろ
う
。

（勿
論
、
五
郎



の
要
素
を
も
含
ん
で
の
見
立
て
で
あ
る
。）

十
郎
討
死
の
時
の
年
齢
は
、
曽
我

物
語
で
は
十
二
歳
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
須
田
弥
兵
衛
と
は
一
致
し
な
い
。
然

し
、

「
ほ
ま
れ
を
万
代
に
の
こ
す
」
と
か
、

「須
田
弥
兵
衛
ど
の
と
や
ら
ん
、

一
ぢ
ん
に
す
ヽ
み
出
、
お
ほ
く
の
か
た
き
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
つ
い
に
う
た
れ
さ
せ

給
ふ
」
等
と
見
え
る
所
、
更
に
前
述
の
戦
死
の
場
所
な
ど
は
、
正
に
十
郎
の
面

影
を
髪
髯
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

手
越
の
少
将
は
、巻
十
二
〇
で
は
二
人
比
丘
尼
⑥
の
寡
婦
と
な
っ
て
登
場
し
、

Ｏ
で
は
◎
の
老
比
丘
尼
と
な
っ
て
法
間
を
行
っ
て
い
る
。
巻
十

一
の
箱
根
の
別

当
は
、
巻
十
二
の
法
然
の
要
素
を
含
め
て
二
人
比
丘
尼
③
の
僧
侶
の
役
を
果
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
巻
十
二
①
の
母
や
姉
は
、
二
人
比
丘
尼
⑨
に
於
け

る
主
人
公
の
役
で
あ
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。　
コ
一人
比
丘
尼
」
が
正
三
の

母
。の
。為
に
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
ン」
の
箇
所
の
法
間
を
聴
く
主
人
公
が
、実

は
母
親
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
事
は
或
い
は
意
味
深
い
事
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
他
、
巻
十
二
〇
の
翁
が
二
人
比
丘
尼
③
の
小
家
の
女
に
当
る
事
な
ど
は
既

に
触
れ
て
来
た
所
で
あ
る
。

以
上
、
ざ

っ
と
両
書
の
相
似
性
と
、
換
骨
転
化
の
状
況
と
を
眺
め
て
来
た
の

で
あ
る
が
、
こ
ヽ
で
二
三
、
具
体
的
な
文
例
に
つ
い
て
、
よ
り
精
密
に
そ
の
事

を
考
え
て
見
よ
う
。

例

一
、
曽
我
物
語
巻
十

一
〇
と
二
人
比
丘
尼
③

〔曽
〕

さ
ら
ぬ
だ
に
、
秋
の
夕
は
寂
し
き
に
、
独
伏
屋
の
軒
の
月
、
涙
に
曇

る
折
か
ら
や
、
折
知
顔
の
鹿
の
声
、
枕
に
弱
る
幡
蜂
、
軒
端
の
荻
を
吹
く

風
に
、
古
郷
思
ひ
知
ら
れ
つ
ヽ
、
時
し
も
長
き
夜
も
す
が
ら
、
明
し
か
ね

た
る
思
来
の
、
逢
ふ
夢
だ
に
も
な
け
れ
ば
や
、
片
敷
く
間
の
枕
に
、
お
き

そ
ふ
露
の
重
な
れ
ば
、
う
つ
つ
の
床
も
浮
く
ば
か
り
、
明
方
の
雁
の
、
侶

を
語
ひ
喘
く
声
も
、
羨
し
く
ぞ
思
ひ
や
る
。
よ
そ
の
砧
を
聞
く
か
ら
に
、

身
に
し
む
風
の
い
と
ゞ
し
く
、
鐘
聞
く
空
に
明
け
に
け
り
。

〔二
〕

打
ふ
す
よ
ひ
の
さ
む
し
ろ
に
、
お
ぎ
の
う
は
風
お
と
づ
れ
て
、
む
し

の
な
く
ね
も
か
れ
が
れ
に
、　
し
か
の
と
を
ご
ゑ
か
す
か
に
て
、　
お
も
ひ

を
そ
ふ
る
な
か
だ
ち
と
な
り
、
ゆ
め
も
む
す
ば
ぬ
を
り
か
ら
に
、
い
と
ゞ

さ
び
し
き
か
ね
の
こ
ゑ
、
心
を
く
だ
く
よ
も
す
が
ら
、
の
き
も
る
月
の
か

げ
だ
に
も
、
し
ば
し
枕
に
の
こ
ら
ず
し
て
、
更
け
行
く
空
ぞ
か
な
し
き
、

し
ば
な
く
鳥
の
か
ず
そ
ひ
て
、
夜
も
し
ら
ノ
ヽ
と
あ
け
た
り
け
れ
ば
、
…

両
者
の
状
況
が
対
応
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
は
既
に
見
て
来
た
通
り
で
あ
る

が
、
文
章
そ
の
も
の
も
極
め
て
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
が
事
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
ん
な
に
よ
く
似
せ
な
が
ら
、
し
か
も

一
致
す
る
句
節
が
な
い
の
は
、
正
三
の

意
識
的
な
操
作
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
情
景
と
い
ゝ
感
情
と
い
ゝ
、
全
く
差
異

を
認
め
難
い
。
試

み

に
両
者
か
ら
共
通
す
る
素
材
を
拾
っ
て
見
る
と
、
軒
、

月
、
鹿
、
枕
、
虫
、
荻
、
風
、
夢
、
鐘
、
鳥
、
夜
明
け
と
、
こ
れ
だ
け
の
短
文

の
中
に
十
指
に
余
る
ほ
ど
転
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
通
で
な
い
素

材
は
、
懸
詞
風
に
使
わ
れ
た

「さ
む
し
ろ
」
位
な
も
の
で
あ
る
。
即
か
ず
離
れ

ず
と
い
う
か
、
正
三
の
細
か
い
心
づ
か
い
を
窺
わ
せ
る
に
足

る
事

実
で
あ
ろ

う
。
こ
う
い
う
文
章
や
素
材
は
、
中
世
以
来
の
常
套
的
な
も
の
で
、
珍
し
く
は

な
い
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
緊
密
な

一
致
は
偶
然
と
は
考
え
難
い
。

例
二
、
曽
我
物
語
巻
十
二
〇
と
二
人
比
丘
尼
③

〔曽
〕

彼
あ
た
り
な
る
里
の
翁
に
問
ひ
け
る
は
、
虎
御
前
と
申
せ
し
人
の
、

尼
に
な
り
て
住
み
給
ふ
所
は
、
何
処
に
て
候
ふ
や
ら
ん
と
問
ひ
け
れ
ば
、

あ
れ
に
見
え
候
ふ
山
の
奥
に
、
森
の
候
ふ
所
こ
そ
、
彼
人
の
草
庵
に
て
候

へ
と
教
へ
け
れ
ば
、　
嬉
し
く
も
分
入
り
見
れ
ば
、　
実
に
幽
な
る
住
居
に



て
、
垣
に
は
蔦
朝
顔
は
ひ
か
か
り
、
軒
に
は
垣
衣
交
の
忘
草
、
露
深
く
し

て
、
物
思
ふ
袖
に
異
ら
ず
、
庭
に
は
蓬
生
ひ
繁
り
、
鹿
の
臥
処
か
と
ぞ
見

え
し
。

〔二
〕

年
の
よ
は
ひ
、
八
じ
ゆ
ん
あ
ま
り
と
お
ぼ
し
き
、
こ
し
か
ゞ
ま
り
た

る
う
ば

一
人
行
き
あ
ひ
侍
り
ぬ
。
び
く
に
の
給
ふ
や
う
、
御
身
は
此
あ
た

り
の
人
な
る
べ
し
、

（中
略
）
お
し
へ
に
ま
か
せ
て
、
み
ね
に
上
り
た
に

に
下
り
、
わ
け
行
く
す
ゑ
の
は
る
ハ
ヽ
と
、
道
は
木
の
は
に
う
づ
ま
れ
て
、

岩
に
こ
け
む
し
、
そ
れ
と
も
し
ら
ぬ
山
べ
を
、
た
づ
ね
入
り
て
見
侍
る
に

岩
の
は
ざ
ま
に
、
か
す
か
な
る
し
ば
引
む
す
ぶ
草
の
い
は
、
わ
づ
か
に
事

と
ふ
も
の
と
て
は
、
し
。つ
が
つ
ま
木
の
を
の
の
お
と
、
木
づ
た
ふ
さ
る
の

さ
け
ぶ
声
、
峯
の
あ
ら
し
や
谷
川
の
、
い
は
ま
お
ち
く
る
水
の
音
、
こ
と

と
ふ
よ
す
が
と
や
成
ぬ
ら
ん
。

一
見
し
て
、
庵
の
描
写
、
そ
の
位
置
環
境
の
描
写
に
至
る
ま
で
、
酷
似
し
て

い
る
事
が
わ
か
る
が
、
途
中
で
、
男
女
の
差
こ
そ
あ
れ
、
老
人
に
道
を
尋
ね
る

所
ま
で
、
細
か
く
対
応
さ
せ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
た
ゞ
単
に
似
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
翁
を
姫
に
置
き
変
え
て
変
化
を
狙
う
事
も
忘
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
技
巧
が
修
辞
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
曽
我
物

語
の
方
の
、

「垣
に
は
蔦
朝
顔
は
ひ
か
ヽ
り
、
軒
に
は
垣
衣
交
の
忘
草
」
が
、

平
家
物
語
、
大
原
御
幸
の
事
の
一
節
で
あ
る
事
を
看
破
し
た
作
者
は
、
自
ら
も

そ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
を
大
原
御
幸
か
ら
の
引
用
で
飾
る
事
に
し
た
わ
け
で
あ

る
が
、
同
じ
所
を
と
ら
ず
、
そ
の
直
ぐ
後
の
一
節
を
取
っ
て
、

「
し
づ
が
っ
ま

木
の
を
の
の
お
と
、
木
づ
た
ふ
さ
る
の
さ
け
ぶ
声
」
と
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
比
の
作
者
は
極
め
て
神
経
質
に
対
応
を
考
え
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ

う
な
機
転
で
変
化
を
も
た
ら
す
事
も
知

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
く
い
っ
て
、

二
人
比
丘
尼
の
構
想
を
曽
我
物
語
か
ら
引
き
出
す
時
の
原
理
で
も
あ
っ
た
。
ょ

く
考
え
て
見
れ
ば
、　
一
体
骸
骨
や
九
相
詩
な
ど
か
ら
趣
向
を
奪
う
時
で
も
、
彼

は
決
し
て
元
の
も
の
を
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
は
な
い
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
所
で
、
曽
我
物
語
が
二
人
比
丘
尼
の
原
拠
で
あ
る
事
が
、

ほ
ゞ
証
明
さ
れ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
先
に
図
示
し
た
如
く
、
こ
れ
は
か
な
り

複
雑
な
関
係
で
あ
る
が
、
九
相
詩
や
骸
骨
の
場
合
と
違

っ
て
、
作
品
の
構
想
全

般
に
わ
た
っ
て
影
響
を
持
っ
て
い
る
原
拠
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
特
に

重
要
性
を
持
つ
と
い
う
事
も
認
め
ら
れ
る
事
と
思
う
。

次
に
以
上
の
事
か
ら
、
二
人
比
丘
尼
を
再
検
討
し
て
見
る
と
、
ど
の
よ
う
な

問
題
が
出
て
来
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
そ
の
一
つ
と
し
て
、
此
の
作
品

の
構
想
に
見
ら
れ
る
幾
つ
か
の
不
可
解
な
点
に
つ
い
て
、　
一
応
の
解
答
が
出
せ

る
も
の
を
拾
っ
て
見
よ
う
。

１
　
二
人
比
丘
尼
は
正
三
の
作
品
と
し
て
は
、
最
も
美
し
く
ま
と
ま
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
、
定
評
が
あ
る
が
、
幾
分
冗
漫
な
点
も
な
い
で
は
な
い
。
鈴
木
敏

也
氏
が
、
近
世
日
本
小
説
史
に
於
て
、
③
ｌ
④
以
前
の
部
分
が
冗
長
で
あ
る
と

評
さ
れ
、
⑤
を
第

一
段
と
し
た
方
が
よ
り
緊
密
な
構
成
だ
と
さ
れ
た
の
も
、
そ

の
点
を
衝
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
主
人
公

の
戦
場
訪
間
か
ら
直
ぐ
に
骸
骨
の
場
面
へ
、
更
に
九
相
詩
の
場
面
を
経
て
出
家

し
て
し
ま
う
と
い
う
簡
潔
な
筋
立
の
方
が
、
短
篇
小
説
と
し
て
よ
り
合
理
的
な

緊
密
な
構
成
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。　
然
し
正
三
か
ら
見
れ

ば
、
彼
が
曽
我
物
語
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
得
た
感
動
は
、　
一
々
悉
く
保
存
し
再

現
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
曽
我
物
語
に
於
て
は

前
十
巻
の
後
を
承
け
て
い
る
為
に
必
然
だ

っ
た
人
物
の
配
置
や
、
趣
向
の
連
続

が
、
そ
の
後
二
巻
の
み
を
再
構
成
し
た
二
人
比
丘
尼
に
於
て
は
、
大
部
分
必
然

性
を
失
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
正
三
の
間
う
所
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



そ
の
為
に
、　
一
見
無
駄
な
シ
ー
ン
が
続
い
て
、
今
日
の
読
者
を
退
屈
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
然
し
そ
れ
も
、
曽
我
物
語
が
原
拠
で
あ
る
事
を
考
え
る
事
に
よ
り
、

少
く
と
も
説
明
だ
け
は
与
え
ら
れ
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

冗
長
と
い
う
面
で
は
、
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
、
最
大
の
疑
点
と
な
る
の
は

⑥
に
於
け
る
寡
婦
の
身
の
上
話
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
劇
中
劇
と
い
っ
た
見
方

も
成
り
立
た
な
い
で
は
な
く
、
そ
の
位
の
興
味
は
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

何
と
い
っ
て
も
こ
の
女
房
は
、
間
も
な
く
死
体
と
な
っ
て
九
相
を
示
し
、
主
人

公
の
出
家
の
決
意
を
固
め
さ
せ
る
意
味
に
於
て
の
み
、
存
在
の
意
義
が
あ
る
よ

う
な
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
筋
と
何
の
関
係
も
な
い
、
身
の
上
話
を
長
々
と

し
、
更
に
一
、
主
人
公
と
共
に
出
家
す
る
事
を
誓
っ
た
り
す
る
。
こ
の
無
駄
も

こ
の
女
房
が
曽
我
物
語
巻
十
二
〇
の
手
越
の
少
将
に
対
応
す
る
人
物
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
正
三
に
と
っ
て
は
必
要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

２
　
藤
岡
作
太
郎
氏
は
、
近
代
小
説
史
に
於
て
、
二
人
比
丘
尼
は
正
三
の
小
説

と
し
て
は
小
説
ら
し
け
れ
ど
、
小
説
と
し
て
は
甚
だ
小
説
ら
し
か
ら
ず
と
評
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
不
満
は
、
主
と
し
て
こ
の
作
品
の
最
後
の
四
分
の
一

を
占
め
る
大
規
模
な
法
問
か
ら
生
ず

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
何

と
か
小
説
ら
し
い
均
整
美
を
保

っ
て
来
た
此
の
作
品
を
し
て
、　
一
挙
に
索
然
た

る
教
訓
書
た
ら
し
め
る
所
で
あ
っ
て
、
実
に
小
説
と
し
て
は
、
遺
憾
の
意
を
表

せ
ざ
る
を
得
な
い
所
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
に
も
、
少
く
と
も
説
明
を
与
え
る
事

は
出
来
る
。
そ
れ
は
曽
我
物
語
巻
十
二
〇
と
二
人
比
丘
尼
⑨
と
の
対
応
性
か
ら

見
て
ま
ず
曽
我
物
語
に
於
け
る
法
間
の
性
格
や
規
模
が
問
題
に
な
る
と
思
う
。

こ
れ
は
、
長
さ
に
於
て
は
は
る
か
に
二
人
比
丘
尼
よ
り
劣
っ
て
い
る
が
、
ま
ず

生
死
の
根
源
か
ら
説
き
起
し
て
、
人
間
論
に
至
り
、
諸
宗
批
判
を
経
て
浄
土
門

の
優
越
を
説
き
、
最
後
に
念
仏
の
広
大
無
辺
な
功
徳
を
示
し
て
終
る
。
そ
の
構

成
は
実
に
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
然
の
威
光
を
後
立
て
に
し
、

き
ら
び
や
か
な
仏
典
の
語
彙
を
前
面
に
押
し
立
て
て
、
読
者
を
圧
倒
す
る
力
は

侮
り
難
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
正
三
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
平

俗
な
言
葉
で
、
し
か
も
気
塊
を
失
わ
ぬ
語
調
で
人
を
説
伏
す
る
方
法
を
用
い
て

い
た
。
そ
れ
は
嘘
鞍
橋
や
念
仏
草
紙
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
で
あ
る
。
然
し
二

人
比
丘
尼
は
曽
我
物
語
の
壮
大
な
説
法
に
対
抗
す
る
必
要
上
、
や
は
り
生
死
輪

廻
の
根
本
か
ら
説
き
起
し
、
念
仏
の
功
徳
に
ま
で
説
き
及
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
彼
の
方
法
で
こ
れ
を
や
り
遂
げ
る
の
は
、
か
な
り
面
倒
な
事
で
あ
る
。
そ

れ
を
何
と
か
や
り
遂
げ
、
更
に
彼
の
独
自
の
論
に
ま
で
展
開
し
た
の
だ
か
ら
、

此
の
部
分
が
著
し
く
長
大
に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
も
曽
我
物
語

に
は
長
篇
の
利
が
あ
り
、
二
人
比
丘
尼
に
は
短
篇
の
不
利
が
あ
る
。
二
人
比
丘

尼
が
こ
の
部
分
の
為
に
均
衡
を
失
し
た
の
も
、
無
理
は
な
か
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

同
様
な
問
題
は
な
お
幾
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
位
で
打
ち
切
っ
て
、
最

後
に
、
二
人
比
丘
尼
の
創
作
過
程
を
、
以
上
の
事
か
ら
出
来
る
だ
け
窺

っ
て
見

た
い
。

二
人
比
丘
尼
の
創
作
の
動
機
は
、
朧
鞍
橋
に
よ
る
と
、
正
三
が
自
分
の
母
に

出
離
を
勧
め
る
為
に
書
い
た
事
に
な
る
が
、
勿
論

一
般
の
女
性
読
者
を
も
予
想

し
、
女
性
の
為
に
仏
教
的
な
教
化
を
施
す
為
の
、
よ
り
よ
き
結
縁
の
為
の
方
便

の
書
を
作
る
の
が
目
的
で
あ

っ
た
。
其
の
際
、
正
三
の
頭
の
中
に
浮
ん
だ
恰
好

な
る
粉
本
は
、
曽
我
物
語
末
尾
二
巻
の
虎
御
前
出
家
の
物
語
で
あ

っ
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

一
体
、
曽
我
物
語
の
読
者
と
し
て
は
、
正
三
は
ま
こ
と
に
理
想
的
な
性
格
を

具
え
て
い
た
と
い
え
る
。
即
ち
武
人
で
あ
り
、
且
法
師
と
も
な
っ
た
彼
は
、
物

語
の
武
道
的
側
面
と
、
仏
教
的
側
面
と
を
、
共
に
最
も
深
く
味
読
し
得
た
筈
だ

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
正
三
の
曽
我
物
語
へ
の
傾
倒
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た



筈
で
あ
る
。
然
し
女
性
を
対
照
と
し
、
女
性
に
出
家
得
道
を
勧
め
る
二
人
比
丘

尼
創
作
の
時
に
当
っ
て
は
、
特
に
仏
教
的
側
面
が
強
く
出
て
来
た
の
は
当
然
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
虎
御
前
出
家
の
物
語
に
構
想
が
集
中
的
に
求
め
ら
れ
た
の
も

当
然
の
事
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
そ
の
物
語
を
精
読
し
、
そ
の
要
所
々
々
の
効
果
を
完
全
に
保
存

す
る
よ
う
に
気
を
配
り
な
が
ら

（そ
れ
は
彼
が
曽
我
物
語
か
ら
得
た
感
激
を
、

そ
の
ま
ゝ
自
分
の
新
作
に
移
植
す
る
為
に
必
要
と
考
え
ら
れ
た
事
で
あ
っ
た
。）

徐
々
に
須
田
弥
兵
衛
の
妻
の
物
語
に
仕
組
ん
で
行
っ
た
。
更
に
効
果
を
強
め
る

為
に
一
体
骸
骨
や
九
相
詩
の
趣
向
を
取
り
入
れ
、
最
後
の
法
語
は
、
老
比
丘
尼

を
創
造
し
て
、　
一
体
二
人
比
丘
尼
の
方
式
で
行
く
事
に
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は

思
う
ま
ゝ
に
脚
色
の
才
を
揮
い
、
法
語
の
箇
所
に
は
情
熱
を
傾
け
尽
く
し
て

済
度
の
筆
を
走
ら
せ
た
。
彼
の
創
作
意
図
は
こ
ゝ
に
達
成
さ
れ
、
満
足
し
た
彼

は
、
遂
に
主
人
公
を
自
分
が
体
験
し
た
最
高
の
悟
り
の
世
界
に
ま
で
導
い
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
…
…
…
。

こ
れ
は
多
分
に
想
像
を
ま
じ
え
た
私
案
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
古
典
や
先
行

作
品
に
密
着
し
た
創
作
は
、
正
三
に
於
て
は
他
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
卒
塔
婆
小
町
を
改
作
し
た
お
も
か
げ
小
町
で
あ
る
が
、
そ
の
改
作
態
度

の
細
心
且
つ
大
胆
で
、
し
か
も
能
う
限
り
原
典
の
効
果
を
失
う
ま
い
と
す
る
態

度
は
、
よ
く
二
人
比
丘
尼
の
場
合
と
似
通

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

正
三
の
み
な
ら
ず
、
古
典
に
何
ら
か
の
形
で
密
着
し
て
い
る
作
品
は
仮
名
草

子
に
は
多
い
の
で
あ
る
。

（勿
論
仮
名
草
子
の
み
に
限
っ
た
事
で
は
な
い
。）

た
だ
そ
の
方
法
は
、
個
々
の
作
家
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
此
の
時

代
に
あ
っ
て
は
、
古
典
は
現
代
よ
り
も
は
る
か
に
信
頼
さ
れ
た
、
生
き
た
存
在

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
運
未
だ
興
隆
せ
ず
、
創
作
力
が
貧
困
だ
っ
た
時
代
で

も
あ
っ
た
事
で
あ
る
か
ら
、
新
作
も
古
典
の
修
正
乃
至
補
足
と
い
う
形
で
現
れ

る
事
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
当
時
の
新
作
の
新
し
さ
は
、
そ
の

修
正
補
足
の
中
に
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
が
多
い
と
思
う
。

二
人
比
丘
尼
の
場
合
は
、
殆
ど
全
面
的
に
曽
我
物
語
を
採
用
し
な
が
ら
、
九

相
詩
や
骸
骨
を
用
い
た
所
に
大
き
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
今
日
、　
一
般
に
九

相
詩
や
骸
骨
に
よ
る
部
分
の
み
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
も
理
由
の
な
い
事
で

は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
そ
の
部
分
だ
け
が
異
様
な
迫
力
を
持
っ
て
い
る
等
と

い
う
事
よ
り
も
、
二
人
比
丘
尼
に
於
け
る
、
曽
我
物
語
の
修
正
補
足
が
、
実
に

そ
こ
に
あ
る
事
が

一
般
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
我
々
は

な
に
が
し
か
の
新
し
さ
を
認
め
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
故
新
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
か
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
は
虎
御
前
の
よ
う
に
、
綺
麗
事
だ

け
で
は
出
家
得
道
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
正
三
の
曽
我
物
語
批
判
か

ら
来
て
い
る
か
ら
だ
と
答
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
三
に
於
け
る
人
間
不
信
の
声
で
あ
り
、
中
世
的
人

間
像
の
否
認
の
上
に
立
っ
た
新
し
い
人
間
観
の
表
明
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
然
し
こ
ゝ
ま
で
来
れ
ば
問
題
は
自
ら
別
で
あ
り
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
考

察
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

―
大
阪
大
学
大
学
院
学
生
―


