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樋

口

葉

と

「七

書
」

「
い
で
や
是
れ
よ
り
糊
目
的
文
学
の
道
を
か
へ
て
う
き
よ
を
十
露
盤
の
玉
の

汗
に
商
ひ
と
い
ふ
事
は
じ
め
ば
や
」
令
に
つ
記
」
明
治
二
十
六
年
七
月
）
と
志

し
た

一
葉
が
、
下
谷
竜
泉
寺
町
に
転
居
し
た
頃
、
吉
原
は
玉
菊
の
燈
籠
で
賑
わ

っ
て
い
た
。
夜
に
な
る
と
、
茶
屋
町
通
り
を
通
っ
て
吉
原

へ
向
か
う
車
は

「
十

分
間
に
七
十
五
輌
」
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、　
一
葉

は
日
記

「
塵
の
中
」
に
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
る
。

八
月

一
日
　
晴
れ
　
芦
沢
今
朝
な
ら
し
の
よ
り
帰
京
せ
し
よ
し
に
て
訪
ひ

来
る
　
中
之
町
の
燈
籠
今
宵
よ
り
又
人
形
に
改
ま
る
よ
し
に
て
門
す
ぐ
る

車
又
お
び
た
だ
し
　
母
君
散
歩
な
が
ら
見
に
行
　
我
れ
は
七
書
を
よ
む

喧
曝
を
き
わ
め
る
人
力
車
の
音
を
耳
に
し
な
が
ら
、　
一
葉
は

「
七
書
」
を
読
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま

で
も

な
く

「
七
書
」
と
は
、
『孫
子
』
『
呉
子
』

『
司
馬
法
』
『尉
練
子
』
『
六
鉛
』
冨
一略
』
『
李
衛
公
間
対
』
の
七
種
の
中
国
の
兵

書
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
時
点
で

一
葉
が
、
あ
え
て
兵
書
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
武
士
の
娘
と
し
て
育
て
ら
れ
た

一
葉
が
、
兵
書
に
心
ひ
か
れ
る
の
は

当
然
と
し
て
も
、
商
売
と
兵
書
と
は
直
接
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者

に
は
、
は
か
ら
ず
も
現
代
の
企
業
家
が
『孫
子
』
に
注
目
し
て
い
る
姿
と
、
こ
の

時
の
一
葉
の
姿
と
が
ダ
ブ

っ
て
見
え
て
く
る
。
た
か
が
荒
物

・
駄
菓
子
の
店
と

山

根

賢

は
言
え
、
開
業
を
ひ
か
え
て
、
商
売
に
つ
い
て
は
全
く
経
験
の
な
い
一
葉
が
、
兵

書
を
結
く
に
至

っ
た
と
し
て
も
、
さ
し
て
疑
間
視
す
る
に
当
ら
ぬ
と
も
言
え
る
。

言
わ
ば

一
葉
は
現
代
企
業
家
の
ハ
シ
リ
と
し
て
兵
書
に
注
目
し
た
と
も
言
え
よ

う
か
ｏ
し
か
し

一
葉
と
兵
書
と
は
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
て
い
た
と

も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
商
売
を
含
め
て
、
彼
女
の
今
後
の
生
き
方

の
指
標
を
求
め
よ
う
と
す
る
願
い
が
、
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
葉
が
店
を
開
い
た
の
は
、
八
月
六
日
の
こ
と
で
ぁ
る
。
そ
の
後

物
馴
れ
ぬ
ほ
ど
の
を
か
し
さ
は
五
厘
の
客
に

一
錢
の
も
の
を
う
り

一
錢
の

客
に
八
厘
の
も
の
を
出
す
な
ど
跡
に
て
し
ら
ぶ
れ
ば
あ
き
れ
た
る
事
を
の

み
な
す
も
の
ぞ
か
し
　

（八
月
九
日
）

此
頃
の
売
高
多
き
時
は
六
十
銭
に
あ
ま
り
少
な
し
と
て
も
四
十
銭
を
下
る

事
は
ま
れ
也
　
さ
れ
ど
大
方
は
五
厘
六
厘
の
客
な
る
か
ら

一
日
に
百
人
の

客
を
せ
ざ
る
こ
と
な
し
　
身
の
忙
し
さ
か
く
て
し
る
べ
し
　

（九
月
二
十

一
日
）

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
武
士
の
商
法
の
滑
稽
き
、
零
細
業
の
多
忙
さ
に
ま
ぎ

れ
て
、
兵
書
と
の
関
連
を
も
の
語
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
十

一
月
十
五
日
、
久

し
ぶ
り
に
中
島
歌
子
を
訪
問
し
た
記
事
の
中
に
、

士
口



た
と
へ
ば
魚
の
水
に
お
け
る
如
く
何
故
と
も
し
ら
ず
愉
々
快
々
に
半
日
を

暮
し
ぬ

と
あ
る
中
の

「魚
の
水
に
お
け
る
如
く
」
と
い
う
比
喩
は
、
コ
一
略
』
の

「
下

略
」
に夫

人
之
在
道
、
若
魚
之
在
水
、
得
水
而
生
、
失
水
而
死

に
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
他
に
用
例

（例
え
ば

『
三
国
志
』
『
唐

書
』
な
ど
）
が
あ
り
、　
一
種
の
成
語
と
も
言
え
る
の
で
、
必
ず
し
も

『
三
略
』

に
拠

っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。

兵
書
の
影
響
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
は
、
「
塵
之
中
日
記
」
全
一十
七
年

二
月
）
の
前
書
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
地
の
誠
は
虚
無
の
ほ
か
に
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
人
世
の
誠
は
道

徳
仁
義
の
ほ
か
に
あ
ら
ず
　
こ
れ
を
た
つ
と
ん
で
か
れ
を
す
つ
る
は
愚
也

か
れ
を
取
り
て
こ
れ
に
背
も
い
ま
だ
し
　
虚
は
空
に
し
て
実
は
存
す
　
無

は
う
ら
に
し
て
有
は
表
也
　
四
時
の
順
環
日
月
の
出
入
う
き
よ
は
ひ
と
り

ゆ
か
ず
　
天
地
は
ひ
と
り
存
せ
ず

　

（中
略
）
　

一
時
の
勇
は
い
ま
だ
勇

と
い
ふ
べ
か
ら
ず
　
一
人
の
敵
と
さ
し
ち
が
へ
た
ら
ん
は
一
軍
に
い
か
斗

の
こ
う
か
は
あ
ら
ん
　
一
を
以
て
十
に
あ
た
る
は
い
ま
だ
し
　
万
人
の
敵

に
あ
た
る
は
か
の
孫
呉
の
兵
法
に
あ
ら
ず
や
　
奇
正
此
内
に
あ
り
　
変
化

運
用
の
妙
天
地
を
つ
ゝ
ん
で
し
か
も
天
地
の
ゝ
り
を
は
な
れ
ず
　
こ
れ
を

し
る
も
の
は
偉
大
の
人
傑
と
な
り
こ
れ
を
う
し
な
ふ
も
の
は
名
も
な
き
狂

者
と
な
る
。

こ
こ
に

「
一
を
以
て
十
に
あ
た
る
は
い
ま
だ
し
　
万
人
の
敵
に
あ
た
る
は
か
の

孫
呉
の
兵
法
に
あ
ら
ず
や
」
と
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に

一
致
す
る
語

句
は

『
孫
子
』
に
も

『
呉
子
』
に
も
見
当
ら
な
い
。

「
一
を
以
て
十
に
あ
た
る
」

は
、
あ
る
い
は

『
孫
子
』
（虚
実
篇
第
一Ｃ

の

我
専
為

一
、
敵
分
為
十
、
是
以
十
攻
其

一
也

ま
た
は
同
書

（地
形
篇
第
十
）
の

夫
勢
均
以

一
撃
十
　
日
走

に
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
荻
生
役
篠
は
前
者
に
つ
い
て
は

専
な
る
と
分
る
ゝ
と
の
得
失
を
云
へ
る
な
り
、
我
専

一
な
れ
ば
、
人
数
を

も
分
け
ず
始
め
の
ま
ゝ
な
る
ゆ
へ
、
い
つ
も
ひ
と
つ
に
て
居
る
な
り
、
敵

は
人
数
を
分
る
時
は
、　
一
つ
の
物
を
分
け
て
十
に
す
る
な
り
、
是
は
あ
な

が
ち
に
人
数
を
十
に
わ
く
る
と
云
こ
と
に
は
非
ず
、
今
孫
子
国
字
解
し

と
述
べ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

勢
均
と
云
は
、
将
の
智
謀
も
敵
味
方
同
じ
位
な
り
、
兵
の
剛
臆
も
敵
味
方

同
じ
位
な
り
、
天
の
時
地
の
利
兵
糧
の
多
少
も
敵
味
方
同
じ
位
な
る
を
云

な
り
、
以

一
撃
十
と
は
、
右
の
如
く

一
切
の
こ
と
何
も
か
も
敵
味
方
同
じ

位
な
る
に
、
十
分
の

一
の
人
数
を
以
て
、
十
総
倍
の
敵
へ
取
り
か
く
る
を

云
な
り
、
日
レ走
と
は
、
右
の
如
な
る
時
は
、
必
戦
に
及
ば
ず
し
て
味
方
敗

北
す
べ
き
な
り

（前
掲
書
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、　
一
葉
の
言
う
、　
一
対
十
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、　
一
葉
の
こ
と
ば
は
見
当
外
れ
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。
ま
し
て

「
万
人
の
敵
に
あ
た
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
る

は
ず
が
な
い
。
あ
え
て
推
測
す
れ
ば

『
孫
子
』
（九
地
篇
第
十

一
）
の

犯
三
軍
衆
、
若
使

一
人

あ
た
り
を
、
読
み
誤

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

「
犯
」
は
、
組
篠
の
言

う
よ
う
に
、
「
用
る
と
よ
む
」
と
こ
ろ
で
、
「
三
軍
の
大
勢
も

一
人
を
使
ふ
如
な

り
と
云
意
」
で
あ
る
。

一
葉
に
と
っ
て
、
恐
ら
く
中
国
の
兵
書
は
難
解
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。　
一
葉
の

理
解
が
誤

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
女
は
そ
の
よ
う
に
兵
法
を
受
け
と
っ
て
い



た
の
で
ぁ
る
。

ま
た
、
先
の
文
中
の

「奇
正
」
と
い
う
語
は
、
野
口
碩
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
「
兵
法
の
用
語
。
奇
兵
と
正
兵
」
「
全
集
　
樋
口
一
葉
　
第
二
巻

日
記
』
脚
注
）
で
あ
る
。　
一
、
二
例
を
あ
げ
れ
ば
、

三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也

凡
戦
者
、
以
正
合
、
以
奇
勝
、
故
善
出
奇
者
、
無
窮
如
天
地
、
不
場
如
江

河

（中
略
）
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
郭
能
窮
之

と
、
『孫
子
』
（勢
篇
第
五
）
に
見
え
る
。
し
か
し

一
葉
は
こ
れ
を

「
奇
兵
と
正

兵
」
と
は
解
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
む
し
ろ

「
奇
法
と
正
法
」
程
度
の
意
に
と

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
変
化
運
用
の
妙
」
以
下
の
文
章
に
は
、
右
に
引
い
た

『孫
子
』
の

「
無
窮

如
天
地
、
不
場
如
江
河
」
や
、
冨
一略
』
（上
略
）
の

天
地
神
明
、
与
物
推
移
、
変
動
無
常
　
因
敵
転
化

な
ど
が
、
ひ
び
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

先
に
引
い
た

一
葉
の
文
章
は
、
冒
頭
か
ら
兵
書
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
「
天
地
の
誠
は
虚
無
の
ほ
か
に
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
か
、
「
虚

は
空
に
し
て
実
は
存
す
」
と
か
に
つ
い
て
は
、
道
教
思
想
の
影
響
が
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
『孫
子
』
（虚
実
篇
第
一Ｃ

の

夫
兵
形
象
水
、
水
之
形
、
避
高
而
趨
下
、
兵
之
形
避
実
而
撃
虚
、
水
因
地

而
制
流
、
兵
因
敵
而
制
勝
、
故
兵
無
常
勢
、
水
無
常
形

と
あ
る

一
節
の
「虚
」
と

「
実
」、
ま
た

「
人
世
の
誠
は
道
徳
仁
義
の
ほ
か
に
あ

ら
ず
」
は
、
儒
教
思
想
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
『
六
幡
』
（文
総

文
師
第

こ

の

太
公
日
、
天
下
非

一
人
之
天
下
、
乃
天
下
之
天
下
也
、
同
天
地
之
利
者
則

得
天
下
、
檀
天
下
之
利
者
、
則
失
天
下
、
天
有
時
、
地
有
財
、
能
与
人
共

之
者
仁
也
、
仁
之
所
在
、
天
下
帰
之
、
免
人
之
死
、
解
人
之
難
、
救
人
之

患
、
済
人
之
急
者
徳
也
、
徳
之
所
在
、
天
下
帰
、
与
人
同
憂
同
楽
、
同
好

同
悪
者
義
也
、
義
之
所
在
、
天
下
赴
之

と
あ
る

一
節
の

「
仁
」
「徳
」
「
義
」
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、　
一
葉
な
り
に
解
し
、

簡
略
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
最
後
の
部
分
に
、
「
四
時
の
順
環
云
々
」
と
あ
る
の
は
、

同
年
二
月
二

十
三
日
、
本
郷
真
砂
町
に
久
佐
賀
義
孝
を
訪
間
し
た
折
の
談
話
、
と
り
わ
け
久

佐
賀
の

「
憂
の
大
き
に
身
に
か
ゝ
る
は
日
々
の
運
用
よ
ろ
し
か
ら
ぎ
る
に
よ
る
」

今
日
記
ち
り
の
中
し

な
ど
の
発
言
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　
一
葉
も

久
佐
賀
宛
書
簡
の
中
で

「
四
季
活
用
の
御
物
が
た
り
は
一
々
敬
服
申
上
候
へ
ど

も
云
々
」
と
記
し
て
い
る
。　
た
だ
し
、
表
記
は
相
違
す
る
も
の
の
、
「
循
環
」

と
い
う
語
が
先
に
引
用
し
た

『孫
子
』
（勢
篇
第
五
）
に
も
見
え
る
。

一
葉
が
閉
店
を
決
意
し
た
の
は
、
明
治
二
十
七
年
二
月
下
旬
と
推
定
さ
れ
る

が
、
そ
の
前
後
の
一
葉
の
行
動
に
は
異
常
と
言
え
る
も
の
が
ぁ
る
。
そ
の
一
つ

が
久
佐
賀
訪
間
で
、
目
的
は
閉
店
後
の
金
策
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
の

面
識
も
な
く
、
誰
の
紹
介
も
な
く
借
金
を
依
頼
し
よ
う
と
は
、
以
前
の
一
葉
か

ら
は
考
え
ら
れ
な
い
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
切
羽
つ
ま

っ
て
の
行
動
で
あ
っ
た

ろ
う
し
、
事
実
、　
一
葉
は
久
佐
賀
と
対
面
の
際

我
れ
は
ま
こ
と
に
窮
鳥
の
飛
入
る
べ
き
ふ
と
こ
ろ
な
く
し
て
宇
宙
に
さ
ま

よ
ふ
身
に
待
る
　
あ
は
れ
広
き
御
む
ね
は
う
ち
に
や
ど
る
べ
き
と
ま
り
木

も
や
　

（「
日
記
ち
り
の
中
し

と
語

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
筑
摩
書
房
版

『樋
口
一
葉
全
集
　
第
二
巻
（上
こ

の

脚
注
に
あ
る
よ
う
に
、
『
顔
氏
家
訓
』
（省
事
）
の

窮
鳥
入
懐
、
仁
人
所
憫
、
況
死
士
帰
我
当
奔
之
乎

あ
る
い
は
、
諺

「窮
鳥
懐
に
入
れ
ば
猟
師
も
殺
さ
ず
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ



る
が
、
『
尉
結
子
』
（武
議
第
八
）
の
中
に
も

鷲
鳥
逐
雀
、
有
襲
人
之
懐
、
入
人
之
室
者
、
非
出
生
也
、
後
有
憚
也

と
類
似
の
表
現
が
あ
る
。
も

っ
と
も
、　
一
葉
の
表
現
が

『顔
氏
家
訓
』
な
い
し

諺
に
近
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
葉
が
久
佐
賀
訪
間
を
決
意
し
た
こ
と
、
そ
の
後

一
年
余
に
及
ぶ
久
佐
賀
と

の
交
渉
の
経
緯
は
、
『孫
子
』
冒
頭
の
計
篇
に
あ
る
。

兵
者
詭
道
也
、
故
能
而
示
之
不
能
、
用
而
示
之
不
用
、
近
而
示
之
遠
、
遠

而
示
之
近
、
利
而
誘
之
、
乱
而
取
之
、
実
而
備
之
、
強
而
避
之
、
怒
而
携

之
、
卑
而
扇
之
、
供
而
労
之
、
親
而
離
之
、
攻
其
無
備
、
出
其
不
意
、
此

兵
家
之
勝
、
不
可
先
伝
也

か
ら
学
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
兵
者
詭
道
也
」
と
す
る

『
孫
子
』
を
、

一
葉
は
処
生
の
法
も
所
詮

「
詭
道
」
で
あ
る
と
考
え
、
「貧
者

一
錢
の
余
裕
な

く
」
し
て
、
「秋
月
」
と
偽
名
を
使

っ
て
、
「相
場
と
い
ふ
こ
と
為
し
て
見
ば
や
」

と
忽
然
と
久
佐
賀
の
前
に
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
久
佐
賀
か
ら
の
二
月
二
十

八
日
の
観
梅
の
誘
い
に
も
、
「
よ
し
や
袂
に
あ
ま
る
梅
が
か
は
こ
こ
に
縁
な
く

と
も
回
厚
意
の
ほ
ど
月
と
も
花
と
も
味
ひ
可
申
御
詞
に
あ
ま
へ
不
日
御
ひ
ざ
も

と
に
ま
か
り
出
づ
べ
く
候
ま
ゝ
御
見
す
て
な
く
願
上
ま
ゐ
ら
せ
候
」
（書
簡
）
と

謝
絶
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
能
而
示
之
不
能
、
用
而
示
之
不
用
、
近
而
示
之

遠
、
遠
而
示
之
近
」
の
法
に
よ
る
謝
絶
状
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
六
月
初
旬
、

久
佐
賀
よ
り

「
い
で
や
そ
の

一
身
を
こ
ゝ
も
と
に
ゆ
だ
ね
給
は
ら
ず
や
と
厭
ふ

べ
き
文
の
来
」
た
時
に
も
、
「
わ
れ
を
女
と
見
て
あ
や
し
き
筋
に
な
ど
思
し
給

は
ら
ば
む
し
ろ

一
言
に
て
こ
と
は
り
給
は
ん
に
は
し
か
ず
」
翁
水
の
上
日
記
し

と
拒
絶
し
て
い
る
が
、　
こ
れ
ま
た

『孫
子
』
の

「
利
而
誘
之
」
「
親
而
離
之
」

の
方
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
孫
子
』
は

「
七
書
」
の
最

初
に
置
か
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
冒
頭
の

「
計
篇
第

一
」
を

一
葉

が
読
ま
な
か

っ
た
は
ず
は
な
い
。
筆
者
は

一
葉
の
久
佐
賀
と
の
微
妙
な
か
け
引

き
が
、
『孫
子
』
の
兵
法
の
応
用
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
葉
が

「
塵
中
に
つ
記
」
（明
治
二
十
七
年
二
月
）
の
前
書
き
の
中
で
、

ゎ
が
こ
ゝ
ろ
ざ
し
は
国
家
の
大
本
に
あ
り

と
書
い
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

『
孫
子
』
（計
篇
）
冒
頭
の

孫
子
日
、
兵
者
国
之
大
事
、
死
生
之
地
、
存
亡
之
道
、
不
可
不
察
也

あ
る
い
は

コ
ニ
略
』
（上
略
）
の

英
雄
者
国
之
幹
、
庶
民
者
国
之
本

あ
た
り
に
拠

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。　
一
葉
は
同
じ
文
章
の
中
で

「
死
生
い

と
は
ず
」
と
も
記
し
て
い
る
。　
一
葉
の
言
う

「
国
家
の
大
本
」
は
、
具
体
的
な

像
を
結
ば
ぬ
ま
ま
消
滅
し
て
行

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

丸
山
福
山
町
に
転
居
後
間
も
な
く
の
六
月
四
日
、

団
子
坂
よ
り
藪
下
を
過
ぎ
て
根
津
神
社
の
坂
に
か
ゝ
る
　
の
ぼ
り
日
の
左

手
に
さ
ゝ
や
か
な
る
枝
折
戸
し
て
黒
木
の
楷
段
か
う
ハ
ヽ
し
く
ふ
り
た
る

庵
の
有
け
り
　
一一十
二
宮
人
丸
と
か
き
た
る
文
字
も
故
あ
り
げ
な
る
に
邦

子
は
常
に
か
ゝ
る
方
を
あ
や
し
き
も
の
に
い
ひ
く
た
せ
ば
ひ
た
す
ら
に
こ

れ
を
笑
ふ

と
、
妹
に
笑
わ
れ
な
が
ら
も
、
翌
日
、　
一
葉
は
こ
の
二
十
二
宮
人
丸
を
訪
問
し

て
い
る
。

五
日
　
か
の
人
丸
の
異
様
成
し
が
こ
ゝ
ろ
に
か
ゝ
れ
ば
か
か
る
処
に
又
お

も
し
ろ
き
人
も
や
と
て
そ
の
庵
を
訪
ふ
　
異
談

一
な
ら
ず
物
語
を
か
し
か

り
き
　
人
は
い
く
つ
斗
に
や
　
髪
な
が
く
髯
し
ろ
く
な
へ
ば
み
た
る
小
袖

の
長
や
か
な
る
を
着
た
り
　
家
は
三
間
な
れ
ど
天
丼
も
な
く
く
り
や
め
く

物
も
な
し
　
雨
戸
と
い
ふ
物

一
ひ
ら
も
な
く
雨
風
は
い
か
に
し
の
ぐ
ら
ん

あ
や
し
　
七
八
年
を
遊
歴
に
送
り
て
こ
の
庵
へ
は
を
と
ゝ
し
斗
よ
り
と
き
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く
　
訪
人
あ
り
と
て
も
我
が
厭
ふ
べ
き
に
は
逢
は
ず
と
て
門
に
そ
の
よ
し

か
ひ
し
る
し
あ
る
も
さ
の
み
は
い
か
で
と
を
か
し

と
、　
異
様
の
蓮
門
教
富
司
を
訪
間
し
た
の
は
、
「
理
も
れ
た
る
む
ぐ
ら
の
中
に

共
に
か
た
る
べ
き
人
も
や
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
久
佐
賀
に
し

て
も
人
丸
に
し
て
も

「
浅
は
か
な
小
さ
き
の
ぞ
み
を
持
ち
て
唯
め
の
前
の
分
厘

に
の
み
ま
よ
ふ
」
俗
物
に
過
ぎ
ず
、
や
が
て
一
葉
は

か
ゝ
る
と
も
が
ら
と
大
事
を
談
し
た
ら
ん
は
お
さ
な
子
に
む
か
ひ
て
天
を

論
ず
る
が
如
く
労
し
て
遂
に
益
な
か
る
べ
し
　
お
も
へ
ば
我
れ
も
敵
を
し

ら
ぎ
る
の
は
な
は
だ
し
さ
よ

と
自
嘲
せ
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
こ
に

「
敵
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
兵
書
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
が
、
異
様
の
人
物
に
心
ひ
か
れ
、
あ
え

て
訪
問
し
た

一
葉
の
念
頭
に
は
、
「
七
書
」
の
一
つ
『
六
給
』
で
、
周
の
文
王

が
太
公
望
を
訪
問
し
て
天
下
を
論
じ
た
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る

（た
だ
し
、
こ
の
故
事
が
他
書
に
も
見
え
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
）。

一
葉
が

「
七
書
」
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
記
事
は
、
最
初
に
あ
げ
た
明
治
二

十
六
年
八
月

一
日
の
み
で
あ
る
。
彼
女
が
ど
の
程
度
漢
籍
が
読
め
た
か
は
さ
だ

か
で
は
な
い
が
、
「
史
記
」
や
漢
詩
な
ど
の
抜
書
き
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

か
な
り
関
心
は
持

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
た
よ
う

に

「
七
書
」
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
そ
の

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
、
彼
女
な
り
に
解
し
、
そ
れ
を
処
世
法
と
し
て
活
用
し
た
と

は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
閉
店
を
決
意
し
、
背
水
の
陣
を
敷
い
た

一
葉
に
と

っ
て
、
「
七
書
」
は
彼
女
に
異
常
な
行
動
を
と
ら
せ
る

一
因
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

八
月

一
日
に

「
七
書
」
を
読
ん
で
い
た

一
葉
も
、
三
日
に
は
妹
と
と
も
に
玉

菊
の
燈
籠
見
物
に
出
か
け
て
い
る
。

曰
く
れ
て
よ
り
国
子
共
に
燈
籠
見
に
ゆ
く
　
人
形
に
変
り
け
る
景
況
を
見

ん
と
て
な
り
　
帰
路
雨
に
な
る

人
形
は
安
本
亀
八
及
び
門
弟
な
ど
の
作
な
る
べ
し
　
東
京
名
所
成
け
り

と
あ
る
。
こ
の
「安
本
亀
八
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
な
お
、
ま
と
も
な
注
が
な

い
と
言
っ
て
よ
い
が
、
初
代
安
本
亀
八
は
、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
熊
本
に

生
れ
、
明
治
初
年
、
大
阪
に
滞
在
、
明
治
八
年
上
一墨

そ
の
子
、
二
代
目
亀
八

（安
政
四
年
生
）、
三
代
目
亀
八

（明
治
元
年
生
）
と
と
も
に
、
浅
草
馬
道
に
住

み
、
親
子
三
人
で

「鹿
児
島
戦
争
実
記
」
な
ど
の
生
人
形
を
作
っ
て
人
気
を
博

し
、
明
治
二
十
年
代
は
そ
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
。
初
代
は
明
治
三
十
三
年

（
一

九
〇
〇
）、　
二
代
目
は
そ
の
前
年
に
、　
い
ず
れ
も
東
京
で
没
し
、
三
代
目
は
昭

和
二
十
一
年

（
一
九
四
六
）、
長
野
県
で
没
し
、　
二
人
と
も
世
田
谷
の
幸
竜
寺

に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
、　
ま
た
彼
等
の
作
品
が
相
当
数
現
存
す
る
こ
と
な
ど
、

『生
人
形
師
　
安
本
亀
八
』
（富
森
盛

一
著
、　
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
　
名
張

青
年
会
議
所
発
行
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
「
七
書
」
と
は
関
係
な
い
が
、　
一

葉
日
記
注
釈
の
欠
落
を
補
う
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

―
甲
南
女
子
大
学
教
授
―


