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】
伊
勢
物
語
第
四
段
の
読
解
を
始
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
二
条
后
物
語
の
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
藤
原
高
子
に
対
す

る
在
原
業
平
の
恋
は
当
初
か
ら
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」
の
歌
の
構
想
が
即
ち
物
語
全
体
を
貫
く
主
題
の
一

典
型
で
あ
る
。
色
好
み
の
男
が
終
生
忘
れ
得
な
か
っ
た
、
「
月
の
桂
」
の
ご
と
き
高
貴
の
女
性
。
そ
の
人
へ
の
渝
ら
ぬ
忍
び
や
か
な
恋
の
心

が
、
物
語
作
者
の
実
現
し
た
古
風
な
「
み
や
び
」
の
情
調
の
基
底
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
お
本
論
の
あ
と
に
、
高
子
の
願
経
「
不
空
羂
索

神
呪
心
経
」
の
願
文
（
識
語
）
に
つ
い
て
の
略
注
を
付
載
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
伊
勢
物
語
、
在
原
業
平
、
藤
原
高
子
（
二
条
后
）
、
不
空
羂
索
神
呪
心
経
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二
条
后
物
語
の
構
成

　

伊
勢
物
語
第
四
段
の
物
語
性
の
検
討
を
通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
二
条
后
物
語
の
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
年
来
の
疑
問
を
書
き
つ
け
て
お
き

た
い
。「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」
の
第
四
段
は
、
愛
す
る
高
貴
の
女
性
が
に
わ
か
に
姿
を
隠
し
、
一
年
後
に
男
が
元
の
対た

い
の
や屋

を
訪
れ
て
昔
を
恋

い
し
の
ぶ
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
一
話
で
あ
る
が
、
古
雅
平
淡
な
語
り
口
の
う
ち
に
忍
び
や
か
な
抒
情
と
余
韻
を
湛
え
て
い
る
。
こ
の
歌
物

語
の
基
調
を
な
す
「
み
や
び
」
の
情
調
の
、
尤
な
る
一
典
型
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

伊
勢
物
語
の
中
に
は
こ
れ
に
関
連
す
る
話
が
、

　
　

三
、
四
、
五
、
六
、
二
十
六
、
二
十
九
、
＊
五
十
一
、
六
十
五
、
七
十
六
、
百
、
＊
百
六

　
　
　

（
＊
を
付
し
た
二
段
は
明
示
が
な
い
が
、
他
書
の
記
事
に
よ
り
〔
参
考
〕
と
し
て
挙
げ
る
）

な
ど
の
諸
段
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
条
后
系
の
物
語
群
は
、
昔
男
の
一
代
記
を
構
成
す
る
柱
と
し
て
最
も
重
要
な
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
は
物
語
の
始
め
か
ら
、
前
半
、
中
半
、
後
半
部
に
ま
で
年
長
く
、
間
歇
的
に
反
復
出
現
す
る

（
１
）

。
そ
の
中
で
も
、
第
三
～
六
段
は
年
若

い
頃
の
二
人
の
交
渉
を
、
第
二
十
九
段
や
第
七
十
六
段
は
入
内
後
の
女
御
と
男
の
再
会
を
、
そ
し
て
第
百
段
は
后
と
な
っ
た
貴
人
と
の
昔

語
り
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
か
の
藤
原
高
子
に
係
る
、

　
　

貞
観
元
年
（
八
五
九
）
十
一
月
、 

五
節
の
舞
姫
と
な
り
、
従
五
位
下
に
叙
位
、
十
八
歳
。
前
年
十
一
月
清
和
天
皇
即
位
。
太
政
大
臣

良
房
、
摂
政
と
な
る
。

　
　
　
　

三
年
（
八
六
一
）　

 

二
月
、
五
条
后
順
子
、
大
原
野
神
社
に
行
啓
。
高
子
も
従
っ
た
か
。

　
　
　
　

八
年
（
八
六
六
）
十
二
月
、
入
内
、
清
和
天
皇
の
女
御
と
な
る
、
二
十
五
歳
。

　
　
　
　

十
年
（
八
六
八
）
十
二
月
、
貞
明
親
王
誕
生
、
翌
年
二
月
立
太
子
。
東
宮
の
御
息
所
と
な
る
。

　
　
　

十
二
年
（
八
七
〇
）　

 

九
月
、
次
子
貞
保
親
王
誕
生
。
そ
の
後
、
敦
子
内
親
王
誕
生
。

　
　

元
慶
元
年
（
八
七
七
）　

 

正
月
、
貞
明
親
王
即
位
し
、
陽
成
天
皇
。
中
宮
と
な
る
、
三
十
六
歳
。
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四
年
（
八
八
○
）
十
二
月
、
清
和
太
上
天
皇
崩
。
兄
基
経
（
良
房
の
猶
子
）、
太
政
大
臣
と
な
る
。

　
　
　
　

五
年
（
八
八
一
）　

 

五
月
、
不
空
羂
索
神
呪
心
経
を
興
福
寺
南
円
堂
に
納
め
る
。

　
　
　
　

六
年
（
八
八
二
）　

 

正
月
、
皇
太
后
と
な
る
。
三
月
、
四
十
賀
。

　
　
　
　

八
年
（
八
八
四
）　

 

二
月
、
陽
成
天
皇
廃
位
に
よ
り
、
二
条
院
に
移
る
、
四
十
三
歳
。

と
い
っ
た
史
実
で
あ
る
。
物
語
は
歴
史
で
は
な
い
が
、
し
ば
ら
く
そ
の
間
を
往
復
し
て
み
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
今
の
第
四
段
は
貞
観
初
年

以
前
の
、
第
二
十
九
段
・
第
七
十
六
段
は
貞
観
後
期
の
、
ま
た
第
百
段
は
元
慶
以
後
の
出
来
事
と
し
て
定
着
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。〔
参
考
〕

と
し
た
第
五
十
一
段
の
「
菊
」
は
、
大
和
物
語
第
百
六
十
三
段
の
同
じ
話
に
「
后
の
宮
よ
り
」
と
あ
る
の
で
、
第
百
段
な
ど
と
同
類
と
見

な
さ
れ
る
。
同
じ
く
第
百
六
段
の
「
ち
は
や
ぶ
る
…
」
は
、古
今
和
歌
集
の
詞
書
に
「
二
条
后
」「
屏
風
歌
」
と
あ
る
の
に
よ
る
（
秋
歌
下
・

二
九
四
）。
た
だ
し
業
平
は
高
子
よ
り
十
七
歳
年
長
で
、元
慶
四
年
（
八
八
○
）
五
月
に
五
十
六
歳
で
没
し
た
。
現
実
は
「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」

の
歌
は
中
年
の
男
の
や
る
せ
な
い
未
練
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る（
貞
観
六
年
に
四
十
歳
）。
そ
れ
を
物
語
の
始
め
近
く
、初
冠
の
続
き
に（
若

年
の
話
の
ご
と
く
）
置
い
た
の
は
、
年
代
記
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
昔
男
の
若
年
の
恋
愛
譚
は
意
外
に
数

少
な
い
。

　

第
七
十
六
段
の
大
原
野
行
の
時
に
主
人
公
は
「
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
史
料
と
つ
き
合
わ
せ
る
に
、高
子
が
「
東
宮
の
御
息
所
」
で
あ
っ

た
の
は
貞
観
十
一
年
か
ら
十
八
年
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
間
の
高
子
自
身
の
行
啓
は
記
録
に
見
え
な
い
。
先
の
貞
観
三
年
の
順
子
の
行
啓
に

高
子
も
随
行
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
は
ま
だ
「
た
だ
人
」
で
あ
り
、
業
平
も
三
十
七
歳
で
あ
る

（
２
）

。
礼
参
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
当
年
十
一
年
中
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
年
三
月
に
男
棟
梁
が
東
宮
舎
人
と
な
り
、
右
馬
頭
業
平
も
相
供
奉
し
た
か
と
も

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
四
十
五
歳
）。
し
か
し
「
近
衛
府
に
候
ひ
け
る
翁
」
は
警
護
役
で
あ
り
、「
人
々
の
禄
給
は
る
つ
い
で
に
」
で
あ

る
。
業
平
が
右
近
衛
権
中
将
に
な
っ
た
の
は
同
十
七
年
な
の
で
、
も
し
こ
の
年
だ
と
す
る
と
東
宮
八
歳
、
高
子
三
十
四
歳
、
業
平
五
十
一

歳
の
時
に
な
る
。
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ま
た
第
二
十
九
段
の
花
の
賀
を
高
子
の
四
十
賀
と
す
る
と
、
業
平
の
没
年
を
越
え
て
し
ま
う
。
も
と
よ
り
作
品
の
設
定
年
代
は
史
実
と

合
わ
ず
、
主
人
公
は
実
年
齢
よ
り
も
若
く
長
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
和
物
語
を
参
考
す
る
に
、
在
中
将
の
話
は
後
部
第
百
六
十
一
段
か
ら

百
六
十
六
段
に
か
た
ま
っ
て
い
る
。
二
条
后
に
か
か
わ
る
の
は
前
の
三
段
で
あ
る
。
左
に
伊
勢
物
語
の
章
段
と
対
照
し
、
古
今
和
歌
集
の

収
載
を
注
記
す
る
。

　
　

百
六
十
一
（
ひ
じ
き
藻
、
小
塩
山
）　
　

伊
勢
三
、七
十
六　

 

雑
上
・
八
七
一

　
　

百
六
十
二
（
忘
れ
草
）　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
百

　
　

百
六
十
三
（
菊
の
根
）　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
五
十
一　
　
　

秋
下
・
二
六
八

　
　

百
六
十
四
（
飾
り
ち
ま
き
）　
　
　
　
　

伊
勢
五
十
二

　
　

百
六
十
五
（
つ
ひ
に
行
く
）　
　
　
　
　

伊
勢
百
二
十
五　
　

哀
傷
・
八
六
一

　
　

百
六
十
六
（
女
車
）　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
九
十
九　
　
　

恋
一
・
四
七
六
（
四
七
七
）

伊
勢
物
語
に
く
ら
べ
る
と
、
情
調
性
よ
り
も
説
話
性
が
ま
さ
る
。
た
と
え
ば
大
和
百
六
十
一
段
は
、
た
だ
人
で
あ
っ
た
頃
の
話
に
、
大
原

野
参
詣
の
話
を
続
け
た
も
の
で
、元
の
伊
勢
物
語
で
は
こ
の
二
話
は
直
接
の
繋
が
り
が
な
い
。そ
れ
ら
を
大
和
が
結
び
付
け
た
の
は
、男
が
、

　
　

大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
を
思
ひ
出
づ
ら
め

の
歌
の
「
神
代
の
こ
と
」
に
后
と
の
過
去
を
暗
示
し
た
と
語
る
た
め
で
あ
る
。
昔
ひ
じ
き
藻
の
歌
を
送
り
、今
は
単
衣
の
御
衣
を
与
え
た
。

男
は
声
を
憚
っ
て
「
し
の
び
や
か
に
」
答
え
た
。
歌
の
「
思
ひ
出
づ
ら
め
」
の
主
語
は
小
塩
山
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
后
が
「
昔
を

思
し
出
で
て
、
を
か
し
と
思
し
け
る
」
と
あ
る
。「
を
か
し
」
は
大
和
ら
し
い
付
加
で
あ
る
。
こ
の
趣
向
は
大
和
第
百
四
十
八
段
の
蘆
刈

説
話
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

伊
勢
物
語
第
七
十
六
段
で
は
、
翁
は
相
見
え
る
こ
と
の
な
い
懸
隔
を
し
み
じ
み
と
実
感
す
る
。
女
の
ほ
う
も
終
生
忘
れ
な
い
。「
神
代
」

と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
遥
か
な
昔
の
恋
で
あ
る
。「
心
に
も
悲
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず
か
し
」。
例
の
、
多
く
を
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言
わ
ず
読
み
手
の
心
に
委
ね
る
韜
晦
で
あ
る
。
主
題
は
心
な
ら
ず
も
絶
た
れ
た
激
し
い
恋
の
名
残
で
あ
る

（
３
）

。

　

第
百
段
は
そ
の
よ
う
な
恋
を
忘
れ
草
に
言
寄
せ
る
。
地
の
文
に
、

　
　

 
昔
、
男
、
後
涼
殿
の
は
ざ
ま
を
渡
り
け
れ
ば
、
あ
る
や
む
ご
と
な
き
人
の
御
局
よ
り
、「
忘
れ
草
を
忍
ぶ
草
と
や
言
ふ
」
と
て
出
だ

さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、

と
、
貴
人
か
ら
深
長
な
問
い
か
け
が
あ
り
、
男
が
、

　
　

忘
れ
草
生
ふ
る
野
辺
と
は
見
る
ら
め
ど
こ
は
忍
ぶ
な
り
後
も
頼
ま
む

と
わ
が
身
の
こ
と
と
し
て
当
意
即
妙
に
答
え
た
。
男
の
今
の
心
を
波
立
た
せ
る
貴
人
の
心
憎
い
「
み
や
び
」
で
あ
る
。
二
条
后
物
語
の
余

香
の
よ
う
な
終
章
で
あ
る
。

高
子
と
在
中
将

　

物
語
の
背
後
に
あ
る
史
実
、そ
れ
を
超
え
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
第
五
段
「
関
守
」
と
第
六
段
「
芥

川
」
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
あ
と
に
、

　
　

二
条
后
に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
聞
こ
え
あ
り
け
れ
ば
、
兄
人
た
ち
の
守
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。

お
よ
び
、

　
　

 

こ
れ
は
二
条
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
居
た
ま
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し

け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
出
で
た
り
け
る
を
、
御
兄
人
、
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
臈
に
て
内
裏
へ
参
り
た
ま

ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
、
と
ど
め
て
取
り
返
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
言
ふ
な
り
け
り
。
ま

だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。

と
あ
る
。
事
件
の
順
序
を
言
え
ば
、
第
五
段
の
忍
び
通
い
は
第
四
段
の
失
踪
よ
り
前
の
こ
と
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
第
六
段
の
よ
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う
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
、
第
四
段
の
決
定
的
な
事
態
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
月
・
春
・
わ
が
身
を
慨
嘆
す

る
歌
が
大
変
色
褪
せ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
第
四
段
に
「
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ

ば
」
と
あ
り
、
そ
の
所
が
第
六
段
の
「
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
」
即
ち
染
殿
后
の
邸
で
あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
。

　

失
踪
は
男
の
来
訪
を
断
つ
た
め
の
最
後
の
手
段
で
あ
る
。
二
条
后
系
の
物
語
は
第
六
段
以
降
、第
二
十
六
段「
も
ろ
こ
し
船
」ま
で
な
く
、

そ
こ
に
「
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と
、
と
わ
び
た
り
け
る
」
と
、
恋
の
不
成
就
を
明
示
し
て
い
る
。
第
三
段
の
ひ
じ
き
藻
の
歌
が
ぶ
し
つ

け
な
の
は
、
相
手
が
ご
く
幼
く
物
を
知
ら
ぬ
年
頃
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
皇
太
夫
人
順
子
が
東
五
条
の
第
に
移
っ
た
の
は
嘉
祥
三
年
（
八
五

○
）
四
月
で
あ
り
（
文
徳
実
録
）、
姪
の
高
子
も
や
が
て
こ
こ
に
住
ん
だ
。
異
母
兄
の
国
経
は
高
子
よ
り
十
四
歳
年
上
、
同
母
兄
基
経
は

六
歳
年
上
で
あ
る
が
、
と
も
に
ま
だ
下
臈
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
子
は
嘉
祥
三
年
に
九
歳
、
天
安
二
年
に
十
七
歳
で
あ
る
か
ら
、
実
年
齢

と
物
語
は
矛
盾
し
な
い

（
４
）

。
し
か
し
第
五
段
に
至
り
、「
あ
る
じ
」（
順
子
か
）
が
監
視
を
設
け
て
交
際
を
禁
じ
た
。
と
、
頻
繁
に
訪
れ
て
い

た
男
か
ら
、

　
　

人
知
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路
の
関
守
は
夜よ

ひ
よ
ひ々

ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む

と
嘆
き
の
歌
が
来
た
の
で
、
女
は
「
い
と
い
た
う
心
病
み
け
り
」
と
あ
る
。
心
を
許
し
、
情
を
通
じ
男
を
頼
む
年
頃
に
も
な
っ
た
の
で
あ

る
。
た
ち
ま
ち
「
あ
る
じ
許
し
て
け
り
」。
娘
の
気
持
ち
を
哀
れ
み
気
遣
っ
た
。
し
か
る
に
第
六
段
で
男
は
無
謀
な
逃
避
行
に
出
た
。「
女

の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
辛
う
じ
て
盗
み
出
で
て
」
は
、
や
は
り
第
四
段
以
前
の
事
件
と
し
て
自

然
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
世
づ
か
ぬ
、
草
葉
の
露
を
白
玉
か
と
問
う
よ
う
な
姫
君
な
が
ら
、
同
意
の
上
の
挙
で
あ
る
―
―
更
級
日
記
の
竹
芝

伝
説
の
皇
女
の
軽
挙
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
場
所
は
「
率
て
行
き
け
れ
ば
」「
行
く
先
多
く
」「
雷
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
」
な
ど
と
あ

る
か
ら
、
京
内
で
は
な
く
摂
津
国
の
芥
川
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
京
か
ら
山
陽
道
の
同
国
芦
屋
を
め
ざ
し
た
と
す
れ
ば
、
芥
川
は
ほ

ぼ
中
間
地
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
四
つ
の
章
段
は
整
序
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
が
継
起
的
線
条
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歌
物
語
は
共
時
的
構
成
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的
な
も
の
で
あ
る
。
逃
避
行
の
失
敗
は
即
ち
破
局
で
あ
り
、
早
速
に
第
七
段
か
ら
東
下
り
の
話
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
「
京
に
あ

り
わ
び
て
」「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
」「
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
」
な
ど
は
、
そ
の
破
局
か
ら
の
自
然
な
接
続
を
意
図
す
る
。

史
実
は
い
さ
知
ら
ず
、
読
み
手
は
物
語
の
中
で
失
敗
以
外
の
動
機
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
て
第
六
十
五
段
ま
で
下
る
と
、
改
め
て
こ
の
間
の
事
情
が
詳
し
く
明
か
さ
れ
る
。
在
原
の
氏
も
、
大
御
息
所
の
い
と
こ
で
あ
る
こ
と

も
、
水
尾
帝
の
時
の
こ
と
に
て
染
殿
后
ま
た
は
五
条
后
が
関
わ
る
こ
と
も
あ
か
ら
さ
ま
に
な
る
。
第
六
十
五
段
の
初
め
の
部
分
に
、

　
　

殿
上
に
候
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
を
、
こ
の
女
相
知
り
た
り
け
り
。

と
、
た
い
そ
う
若
い
設
定
に
し
た
の
は
虚
構
で
あ
る
（
前
述
）。
こ
の
段
の
後
半
は
、
男
は
恋
を
断
ち
切
れ
ず
、
女
も
わ
が
身
を
激
し
く

悲
嘆
す
る
の
を
、

　
　

み
か
ど
聞
こ
し
め
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、

　
　

こ
の
女
の
い
と
こ
の
御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
蔵
に
こ
め
て
し
を
り
た
ま
う
け
れ
ば
、
蔵
に
こ
も
り
て
泣
く
。

と
ま
で
書
く
。
東
下
り
を
勅
断
に
よ
る
所
払
い
と
す
る
。
流
離
の
旅
の
因
を
第
五
・
六
段
と
す
る
合
理
解
を
示
す
の
で
あ
る
。

「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」
の
歌
と
語
り

　

第
四
段
の
文
章
を
、
時
の
経
過
に
従
っ
て
三
つ
に
分
け
る
と
、

　

① 

昔
、
東
の
五
条
に
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対
に
住
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本
意
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
深
か
り
け

る
人
、
行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、

　

② 

正
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
隠
れ
に
け
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な

ほ
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
。

　

③ 

又
の
年
の
正
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去こ

年ぞ

を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
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う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
臥
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
出
で
て
詠
め
る
。

　
　
　
　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

　
　

と
詠
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
帰
り
に
け
り
。

で
あ
る
。
男
の
心
情
は
、
①
心
ざ
し
深
く
、
②
な
ほ
憂
し
、
③
去
年
を
恋
ひ
て
泣
く
、
と
点
綴
す
る
。
③
の
「
又
の
年
」
の
孤
独
な
追
懐

が
帰
結
で
あ
り
主
題
で
あ
る
。
地
の
文
の
①
と
②
は
ほ
ぼ
等
量
で
、
二
つ
を
合
わ
せ
て
、
ま
た
③
の
地
の
文
と
同
じ
長
さ
に
な
る
。
①
の

書
き
出
し
は
通
例
の
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
の
型
で
は
な
く
、
最
先
に
対
屋
に
住
む
女
人
あ
り
け
り
を
言
う
。
初
段
か
ら
第
十
二
段
ま
で

こ
の
よ
う
な
型
は
他
に
な
い
。
す
ぐ
に
「
そ
れ
を
、」
と
し
、
女
性
の
映
像
は
頭
初
か
ら
消
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
か
、

な
ぜ
姿
を
隠
し
た
か
は
語
ら
ず
、
②
で
た
だ
正
月
十
日
ば
か
り
と
の
み
明
か
す
。
日
付
は
事
件
性
を
表
示
し
、
ま
た
月
夜
と
梅
の
花
盛
り

を
演
出
す
る
。
そ
の
日
を
境
に
状
況
は
一
変
し
た
。「
あ
り
所
は
聞
け
ど
」、
事
情
は
女
か
ら
も
告
げ
、
逢
瀬
を
惜
し
み
別
れ
た
。
見
え
ざ

る
強
い
政
略
の
力
に
為
す
術
が
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
古
今
和
歌
集
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」
の
歌
の
詞
書
に
は
、〔
同
じ
く
分
節
し
て
掲
げ
る
〕

　

詞
書
①
五
条
の
后
の
宮
の
西
の
対
に
住
み
け
る
人
に
、
本
意
に
は
あ
ら
で
、
も
の
言
ひ
わ
た
り
け
る
を
、

　

詞
書
②
正
月
の
十
日
あ
ま
り
に
な
む
、
ほ
か
へ
隠
れ
に
け
る
。
あ
り
所
は
聞
き
け
れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
、

　

詞
書
③ 

又
の
年
の
春
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
去
年
を
恋
ひ
て
、
か
の
西
の
対
に
行
き
て
、
月
の
か
た
ぶ

く
ま
で
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
臥
せ
り
て
、
詠
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
恋
歌
五
・
七
四
七
）

と
あ
る
。
第
四
段
に
全
文
依
拠
し
た
ご
と
く
、
①
②
③
の
文
量
の
比
率
も
同
じ
で
あ
る
。
元
の
②
の
「
な
ほ
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
む
あ
り

け
る
」
を
略
し
、
③
の
歌
の
前
後
の
「
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
」
と
「
と
詠
み
て
、

夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
帰
り
に
け
り
」
を
削
除
し
た
。
心
情
に
は
触
れ
ず
経
緯
の
説
明
に
留
め
る
。
③
に
「
月
の
お
も

し
ろ
か
り
け
る
夜
」
と
付
加
し
た
の
も
然
り
。
元
の
物
語
で
は
「
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
」
と
あ
る
の
み
で
、
作
為
は
当
初
か
ら
な
か
っ
た
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は
ず
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
詞
書
が
除
い
た
部
分
に
こ
そ
物
語
文
の
本
領
が
あ
る
の
で
あ
る
。
失
踪
以
後
一
年
は
「
な
ほ
憂
し
」
と
思
い
つ
つ
過
ぎ
た
こ

と
、「
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
」
さ
ま
ざ
ま
に
な
が
め
見
た
こ
と
、「
う
ち
泣
き
て
」
追
憶
に
耽
り
「
泣
く
泣
く
」
帰
っ
た
こ
と
。
未
練
と
執

着
を
言
う
こ
と
に
深
い
情
趣
と
雅
致
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

「
月
や
あ
ら
ぬ
…
」
は
古
今
和
歌
集
の
恋
歌
五
の
巻
頭
に
あ
る
。
恋
の
進
行
推
移
の
最
終
の
部
類
（
恋
の
終
わ
っ
た
後
）
で
あ
り
、
恋

歌
全
三
六
○
首
中
の
二
七
九
番
目
に
当
た
る
―
―
伊
勢
の
語
り
は
つ
ま
り
恋
の
終
わ
っ
た
時
か
ら
始
ま
る
。
試
み
に
、
恋
歌
五
巻
に
収
め

る
伊
勢
物
語
の
歌
を
通
覧
す
る
に
、
勅
撰
集
の
採
収
態
度
は
さ
す
が
に
偏
頗
な
く
端
然
と
整
斉
し
て
い
る
。
詞
書
が
情
緒
性
を
排
す
る
の

は
他
の
恋
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

（
５
）

。
左
に
、
古
今
和
歌
集
の
採
収
歌
を
一
覧
す
る
。〔
歌
番
号
と
初
句
。
あ
と
の
漢
数
字
は
伊
勢
物

語
の
章
段
〕

　
　

恋
歌
一　

476
見
ず
も
あ
ら
ず
・
九
十
九　

477
知
る
知
ら
ぬ
・
九
十
九　

501
恋
せ
じ
と
・
六
十
五　

522
行
く
水
に
・
五
十　

（
計
四
首
）

　
　

恋
歌
二　
　

ナ
シ

　
　

恋
歌
三　

 

616
起
き
も
せ
ず
・
二　

617
つ
れ
づ
れ
の
・
百
七　

618
浅
み
こ
そ
・
百
七　

620
い
た
づ
ら
に
・
六
十
五　

622
秋
の
野
に
・

二
十
五　

623
み
る
め
な
き
・
二
十
五　

632
人
知
れ
ぬ
・
五　

644
寝
ぬ
る
夜
の
・
百
三　

645
君
や
来
し
・
六
十
九　

646
か
き

暮
ら
す
・
六
十
九　

（
計
十
首
）

　
　

恋
歌
四　

 

705
数
々
に
・
百
七　

706
大
幣
の
・
四
十
七　

707
大
幣
と
・
四
十
七　

708
須
磨
の
海
人
の
・
百
十
二　

709
玉
か
づ
ら
・

百
十
八　

746
形
見
こ
そ
・
百
十
九　

（
計
六
首
）

　
　

恋
歌
五　

 

747
月
や
あ
ら
ぬ
・
四　

784
天
雲
の
・
十
九　

785
行
き
帰
り
・
十
九
〔
天
雲
の
〕　

807
海
人
の
刈
る
・
六
十
五　

（
計
四
首
）

の
合
計
二
十
四
首
。
こ
れ
ら
の
歌
を
伊
勢
物
語
の
章
段
ご
と
に
ま
と
め
る
と
、〔
各
一
首
。
二
首
以
上
は
洋
数
字
で
示
す
〕

　
　

二
、四
、五
、十
九
２
、二
十
五
２
、四
十
七
２
、五
十
、六
十
五
３
、六
十
九
２
、九
十
九
２
、百
三
、百
七
３
、百
十
二
、百
十
八
、百
十
九
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の
計
十
五
段
に
わ
た
る
。

業
平
の
周
辺
と
環
境

　

決
定
的
な
そ
の
日
か
ら
「
又
の
年
の
正
月
」
ま
で
む
な
し
く
過
ぎ
た
。
去
年
の
こ
と
は
た
だ
今
年
の
花
と
月
か
ら
の
「
想
起
」
と
し
て

あ
る
。
梅
の
花
盛
り
も
月
齢
も
去
年
と
同
じ
頃
な
の
で
あ
ろ
う
。
満
月
の
近
づ
く
上
弦
の
月
は
夜
深
く
し
て
西
に
「
か
た
ぶ
く
」。
十
二

日
月
だ
と
す
る
と
、
月
の
入
り
は
午
前
二
時
頃
で
あ
る
。
ま
し
て
長
く
感
じ
ら
れ
る
一
夜
で
あ
る
。
第
八
十
二
段
の
「
十
一
日
の
月
」
は

桜
の
盛
り
の
頃
で
は
あ
る
が
、
入
る
月
（
惟
喬
親
王
）
を
惜
し
み
留
め
る
風
情
は
今
の
月
夜
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
物
語
の
地
の
文
の
暦
日
表
示
を
検
索
す
る
に
、「
正
月
」
は
、
第
八
十
三
段
後
半
と
第
八
十
五
段
の
小
野
訪
問
の
例
が
あ
る
。

惟
喬
親
王
の
落
飾
は
史
実
で
は
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
七
月
で
、
そ
の
翌
年
の
雪
深
い
日
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
新
年
は
「
公
事
ど
も

あ
り
け
れ
ば
」、
夕
暮
れ
に
泣
く
泣
く
辞
去
し
た
。
第
四
段
の
正
月
も
、
除
目
な
ど
の
公
事
多
忙
の
事
情
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
て
要
所
に
暦
日
を
表
示
す
る
章
段
は
、
第
八
十
段
「
弥
生
の
つ
ご
も
り
に
」、
第
八
十
一
段
「
神
無
月
の
つ
ご
も
り
が
た
」、
第

八
十
三
段
前
半
「
時
は
弥
生
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
」、
第
八
十
四
段
「
師
走
ば
か
り
に
」、
第
九
十
一
段
「
弥
生
つ
ご
も
り
が
た
に
」、

第
九
十
六
段
「
そ
の
頃
、
水
無
月
の
望
ば
か
り
な
り
け
れ
ば
」、
第
九
十
八
段
「
長
月
ば
か
り
に
」
な
ど
、
非
常
に
偏
在
す
る
。
早
く
第

二
段
に
「
時
は
弥
生
の
つ
い
た
ち
、
雨
そ
ほ
降
る
に
」
と
あ
り
、「
起
き
も
せ
ず
…
」
の
歌
の
「
な
が
め
」
を
説
明
す
る
例
が
あ
っ
た
。

　

右
の
一
群
の
中
に
第
八
十
四
段
の
母
の
話
を
挿
ん
だ
の
は
、
主
人
公
の
孤
独
な
喪
失
感
を
増
幅
す
る
効
果
が
あ
る
。
業
平
の
母
伊
都
内

親
王
は
す
で
に
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
九
月
に
没
し
て
い
る
（
六
十
歳
前
後
か
と
い
う
。
古
今
和
歌
集
雑
上
・
九
○
○
）。
長
岡
に
一
人

住
み
、疎
遠
に
し
て
い
た
の
が
悔
や
ま
れ
た
。
阿
保
親
王
と
は
早
く
に
死
別
し
た
。
承
和
九
年
（
八
四
二
）
の
変
を
密
訴
し
た
直
後
で
あ
っ

た
。
内
親
王
の
長
岡
隠
居
も
ま
た
新
風
で
は
な
く
、
世
に
数
ま
え
ら
れ
ぬ
宮
家
の
、
旧
習
に
な
ず
む
よ
う
な
日
々
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い

（
６
）

。
し
か
る
に
そ
の
二
十
年
ほ
ど
の
間
の
業
平
の
環
境
は
、
お
よ
そ
惟
喬
親
王
と
紀
名
虎
一
族
に
親
近
す
る
必
然
が
あ
っ
た
。
業
平
の
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妻
は
名
虎
の
男
有
常
の
娘
で
あ
り
、
女
静
子
は
道
康
親
王
（
文
徳
）
の
更
衣
で
あ
り
、
惟
喬
親
王
と
恬
子
内
親
王
の
母
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
承
和
十
四
年
に
名
虎
が
没
し
、
四
歳
の
惟
喬
親
王
は
後
見
を
失
っ
た
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
○
）
に
文
徳
が
即
位
し
、
惟
仁
親
王
（
清
和
）

が
太
子
に
立
っ
た
。
二
十
六
歳
の
業
平
に
は
、
亡
父
の
過
去
の
非
運
や
わ
が
在
原
氏
の
暗
雲
が
重
な
り
見
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
有

常
や
藤
原
敏
行
ら
と
の
親
交
も
以
前
に
増
し
て
深
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

第
十
六
段
に
描
か
れ
る
有
常
は
「
心
う
つ
く
し
く
」
清
雅
を
好
む
、
慎
ま
し
く
誠
実
な
人
物
で
あ
る
。
十
歳
年
下
の
業
平
は
敬
重
礼
遇

し
た
。
天
福
本
の
勘
物
に
、
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
以
降
の
官
位
歴
を
列
記
し
、
貞
観
十
九
年
（
八
七
七
）
卒
年
六
十
三
と
あ
る
。「
三

代
の
帝
」
は
こ
の
間
の
仁
明
・
文
徳
・
清
和
の
代
で
あ
る
が
、
静
子
は
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
没
し
た
。「
世
変
は
り
時
移
り
に
け
れ
ば
」

と
は
清
和
朝
の
不
如
意
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
長
年
親
し
ん
だ
妻
が
去
る
ほ
ど
の
清
貧
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
巧
み
な

演
出
で
あ
る
。
こ
の
段
は
一
連
の
東
下
り
の
話
の
あ
と
に
あ
る
。
や
は
り
物
語
の
展
開
上
、
主
人
公
周
辺
の
人
物
の
失
意
隠
退
の
話
を
配

置
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
年
代
や
史
実
と
整
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
こ
に
臆
説
を
記
す
な
ら
ば
、
初
段
の
「
女
は
ら
か
ら
」
は
も
し
や
有
常
の
娘
た
ち
を
原
型
に
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
物
語

の
設
定
上
、
初
冠
の
昔
男
は
業
平
で
あ
り
、
古
京
の
「
領し

る
よ
し
」
は
父
母
の
縁
に
よ
る
某
で
あ
ろ
う
〔
伝
領
地
は
奈
良
市
佐
保
の
不
退

寺
付
近
と
い
う
〕。
そ
れ
に
紀
氏
は
、
祖
は
奈
良
朝
以
来
、
船
守

－

勝
長

－

名
虎
と
重
臣
を
出
し
た
名
族
で
あ
る
。
春
日
の
里
に
垣
間
見

を
手
引
き
す
る
者
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
―
―
と
い
っ
た
背
景
で
あ
る
。
事
実
と
は
異
な
る
に
し
て
も
、「
思
ほ
え
ず
、
故
里
に

い
と
は
し
た
な
く
て
」
の
興
趣
が
話
の
眼
目
で
あ
る
。
な
お
付
け
加
え
れ
ば
、
薬
子
の
変
に
連
坐
し
た
阿
保
親
王
が
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ

れ
た
の
は
弘
仁
元
年
（
八
一
○
）、
許
さ
れ
て
帰
京
し
た
の
は
、
平
城
太
上
天
皇
崩
御
の
天
長
元
年
（
弘
仁
十
五
年
、
八
二
四
）
で
あ
る
。

こ
の
間
も
な
お
、
上
皇
の
平
城
宮
と
諸
司
は
存
続
し
、
古
京
の
風
趣
を
留
め
て
い
た
。
初
段
の
時
代
も
弘
仁
年
間
か
そ
の
後
か
を
想
定
可

能
と
し
、従
っ
て
「
な
ら
の
京
」
を
遥
か
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
長
岡
京
着
工
よ
り
前
に
ま
で
溯
ら
せ
る
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
二
段
に
、
平
安
京
が
「
人
の
家
ま
だ
定
ま
ら
ざ
り
け
る
時
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
前
時
代
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
業
平
未
生
以
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前
の
こ
と
な
が
ら
、
物
語
の
初
期
は
父
祖
の
あ
り
し
古
京
に
溯
源
し
、「
な
ら
の
帝
」
の
万
葉
遺
風
に
親
縁
す
る
旧
時
代
か
ら
接
続
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

色
好
み
の
男
の
終
生
癒
さ
れ
な
か
っ
た
激
し
い
恋
の
痛
手
。
お
そ
ら
く
古
今
東
西
、
そ
れ
だ
け
で
物ロ

マ

ン

ス

語
文
学
の
必
要
十
分
の
主
題
と
な

る
題
材
で
あ
る
。
若
き
日
の
恋
は
胸
の
う
ち
に
年
古
り
、
時
々
に
慕
わ
し
い
面
影
を
伴
っ
て
想
起
さ
れ
る
。
始
め
に
離
絶
の
悲
劇
が
あ
っ

た
。
物
語
は
そ
の
後
の
二
十
年
余
の
変
転
を
集
積
し
た
年
代
記
で
あ
る
。
男
の
渝
ら
ぬ
恋
と
悲
哀
は
、
第
七
十
三
段
の
、

　
　

目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き
君
に
ぞ
あ
り
け
る

の
歌
の
よ
う
に
痛
切
で
あ
る
〔
万
葉
集
巻
四
・
六
三
二
の
流
伝
歌
か
〕。
手
の
届
か
ぬ
君
は
「
月
の
桂
」
の
ご
と
く
高
潔
清
雅
で
あ
る
。
そ

れ
に
し
て
も
地
の
文
に
「
昔
、
そ
こ
に
は
あ
り
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
言
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
」
と
あ
る
の
は
、

い
っ
た
い
第
六
十
九
段
以
下
の
斎
宮
の
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
あ
と
の
第
七
十
六
段
の
月
宮
の
人
へ
と
連
絡
す
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
け
だ
し
こ
の
高
子
こ
そ
は
伊
勢
物
語
に
お
け
る
〝
永
遠
の
女
性
〟
で
あ
る
。

　

第
七
十
六
段
や
第
百
段
の
二
条
后
は
、
男
の
心
を
半
ば
憐
れ
み
翻
弄
す
る
が
ご
と
く
に
見
え
る
。
優
位
と
余
裕
の
心
地
よ
さ
さ
え
感
じ

ら
れ
る
。
し
か
し
古
今
和
歌
集
の
「
大
原
や
…
」
の
歌
の
詞
書
に
は
何
の
感
情
も
混
じ
ら
な
い
（
雑
歌
上
・
八
七
一
）。
そ
れ
は
屏
風
歌

や
催
事
の
歌
で
も
同
様
で
あ
る
（
秋
歌
下
・
二
九
三
素
性
、
二
九
四
業
平
。
春
歌
上
・
八
康
秀
、
物
名
・
四
四
五
康
秀
。
後
撰
和
歌
集
、

春
歌
上
・
一
敏
行
な
ど
）。
今
は
姿
も
心
情
も
垣
間
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
女
の
真
実
は
冷
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
唯
一

の
自
作
と
い
う
、

　
　

雪
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
う
ぐ
ひ
す
の
氷
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む　

（
古
今
和
歌
集
、
春
歌
上
・
四
）

が
そ
の
心
象
風
景
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
涙
も
氷
る
鴬
さ
な
が
ら
の
身
上
で
あ
っ
た
の
か
と
想
像
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。



〔13〕

付
、
高
子
の
願
経
・
略
注

　

ま
こ
と
に
稀
有
の
こ
と
に
、
藤
原
高
子
の
願
経
「
不
空
羂
索
神
呪
心
経
」
一
巻
が
陽
明
文
庫
に
伝
存
す
る
。
も
と
興
福
寺
南
円
堂
に
納

め
た
も
の
で
、
巻
尾
の
願
文
（
識
語
）
に
、

　
　

元
慶
五
年
五
月
七
日
父
母
弍
忌
夫
為
菩
提
書
冩
已
藤
原
氏
女
髙
子

の
一
行
が
あ
る
。
氏
と
名
は
自
署
と
い
う
。
高
子
の
父
長
良
は
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
七
月
に
、
母
乙
春
は
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
二

月
以
前
の
某
日
に
没
し
た

（
７
）

。「
弍
忌
」
は
両
親
の
周
忌
を
い
う
。
従
来
「
式
」「
忘
」
な
ど
と
読
み
、「
忘
夫
」
を
亡
き
夫
・
清
和
天
皇
の

こ
と
と
解
し
た
が
、
天
皇
を
父
母
と
併
せ
て
氏
寺
に
供
養
す
る
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る

（
８
）

。
清
和
太
上
天
皇
は
前
年
十
二
月
四
日
に
粟
田

山
円
覚
寺
に
お
い
て
崩
じ
（
三
十
一
歳
）、
以
後
は
嵯
峨
水
尾
の
円
覚
寺
（
水
尾
山
寺
）
と
縁
が
深
か
っ
た
。

　

「
不
空
羂
索
神
呪
心
経
」
は
大
正
蔵
第
二
十
巻
密
教
部
三
、№
一
〇
九
四
、唐
玄
奘
訳
。
神
呪
陀
羅
尼
の
利
益
と
功
徳
を
説
く
。
二
十
種
・

八
法
の
種
々
の
功
徳
を
記
し
、
無
病
除
災
、
富
裕
、
円
満
な
人
間
関
係
か
ら
安
楽
安
穏
な
臨
終
ま
で
、
非
常
に
生
活
的
現
実
的
な
利
点
を

述
べ
る
。
父
母
の
菩
提
の
為
と
は
言
え
、こ
の
内
容
は
四
十
賀
を
迎
え
る
高
子
自
身
の
信
心
と
相
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
年
は
「
天
下
遏あ

つ
み
つ密

」（
音
曲
停
止
）
に
つ
き
、
賀
宴
は
翌
六
年
三
月
に
延
期
さ
れ
た
（
三
代
実
録
）。

　

南
円
堂
は
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）、
高
子
の
祖
父
に
あ
た
る
冬
嗣
が
建
立
し
、
講
堂
に
あ
っ
た
不
空
羂
索
観
音
像
を
移
し
て
本
尊
と
し

た
と
伝
え
る
。
大
鏡
の
道
長
伝
の
中
に
、

　
　

 

こ
の
お
と
ど
〔
冬
嗣
〕
な
む
、
南
円
堂
を
建
て
て
、
丈
六
不
空
羂
索
観
音
を
据
ゑ
奉
り
た
ま
ふ
。
さ
て
や
が
て
不
空
羂
索
経
一
千
巻

供
養
し
た
ま
へ
り
。
今
に
そ
の
経
あ
り
つ
つ
、藤
氏
の
人
々
取
り
て
守
り
に
し
あ
ひ
た
ま
へ
り
。
そ
の
仏
経
の
力
に
こ
そ
侍
る
め
れ
、

ま
た
栄
え
て
帝
の
御
後
見
い
ま
に
絶
え
ず
。　

（
流
布
本
に
よ
る
）

と
あ
る
。
造
像
の
そ
も
そ
も
の
由
縁
に
つ
い
て
は
、
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
の
牟
漏
女
王
の
発
願
を
、
孝
子
藤
原
夫
人
と
藤
原
真
楯
が

引
き
継
ぎ
果
た
し
た
と
の
伝
が
あ
る

（
９
）

。
不
空
羂
索
観
音
の
信
仰
は
天
平
期
か
ら
盛
行
し
、
東
大
寺
法
華
堂
の
立
像
が
著
名
で
あ
る
。
南
円
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堂
の
現
存
坐
像
は
鎌
倉
初
期
の
再
興
で
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
先
、貞
観
十
年
（
八
六
八
）
頃
に
高
子
は
花
山
に
元
慶
寺
を
建
立
し
た
。
三
代
実
録
、元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
二
月
九
日
条
に
、

法
眼
遍
昭
の
上
表
に
よ
り
定
額
寺
と
為
す
と
あ
り
、
今
上
（
陽
成
）
誕
生
の
時
に
遍
昭
が
発
願
草
創
し
、
以
後
漸
々
寺
容
を
整
え
た
と
い

う
。
の
ち
遍
昭
が
住
持
し
、
花
山
僧
正
と
呼
ば
れ
た
。
惟
喬
親
王
ら
と
も
交
流
が
あ
っ
た
（
古
今
和
歌
集
、
春
歌
下
・
七
四
）。
な
お
素

性
は
遍
昭
の
在
俗
時
の
子
（
同
、
秋
歌
下
・
三
○
九
）。
後
代
の
花
山
院
の
落
飾
事
件
が
あ
っ
た
所
と
し
て
知
ら
れ
る
（
現
在
地
は
京
都

市
山
科
区
北
花
山
）。
遍
昭
は
天
台
僧
正
。
清
和
天
皇
が
帰
依
し
た
真
言
系
と
は
異
な
る
。

注
（
１
）
伊
勢
物
語
の
構
成
要
素
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
東
下
り
（
第
七
段
以
下
）、
伊
勢
の
斎
宮
（
第
六
十
九
段
以
下
）、
惟
喬
親
王
（
第
八
十
二
段
以
下
）、

親
族
や
交
友
（
第
八
十
四
段
、
第
八
十
七
段
ほ
か
）
な
ど
の
物
語
群
、
お
よ
び
類
聚
的
な
小
群
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
作
品
中
の
あ
る
部
分

に
偏
在
し
て
お
り
、
二
条
后
物
語
の
よ
う
に
全
編
に
わ
た
っ
て
底
流
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

（
２
）「
翁
」
の
称
は
、
第
七
十
六
段
を
初
見
と
し
、
七
十
七
、七
十
九
、八
十
一
、八
十
三
、九
十
七
の
諸
段
に
見
え
る
。
そ
の
中
に
業
平
の
年
譜
を
た
ど
る

な
ら
ば
、

　

貞
観
八
年
（
八
六
六
）、
四
十
二
歳　
　

第
七
十
七
段
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
に
没
し
た
藤
原
多
賀
幾
子
（
文
徳
天
皇
女
御
）
の
周
忌
。

　
　

十
四
年
（
八
七
二
）、
四
十
八
歳　
　

第
七
十
九
段
、
在
原
氏
所
生
の
貞
数
親
王
の
産
養
。

　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
八
十
一
段
、
河
原
院
の
塩
竈
。
源
融
左
大
臣
と
な
る
。

　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
八
十
三
段
、
惟
喬
親
王
出
家
。
翌
年
小
野
を
訪
ね
る
。

　
　

十
七
年
（
八
七
五
）、
五
十
一
歳　
　

第
九
十
七
段
、
基
経
四
十
賀
に
歌
を
詠
む
。

の
ご
と
く
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
十
年
間
ほ
ど
は
、
高
子
が
女
御
か
ら
御
息
所
、
后
へ
と
昇
り
つ
め
、
一
方
で
業
平
が
権
門
に
背
を
向
け
て
老
い
ゆ

く
時
期
で
あ
る
。「
翁
」
と
は
け
だ
し
放
縦
の
遊
び
を
為
す
貴
種
の
意
で
も
あ
ろ
う
。
第
八
十
五
段
の
作
者
は
、十
九
歳
も
年
下
の
惟
喬
親
王
を
「
童

よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
」
と
称
す
る
。
誤
解
で
な
い
と
す
れ
ば
、
親
王
と
業
平
は
そ
れ
ほ
ど
も
長
く
政
治
的
立
場
を
同
じ
く
し
た
主
従
で
あ
っ

た
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
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（
３
）
注
２
の
高
子
の
行
啓
に
つ
い
て
の
補
足
。
高
子
は
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
九
月
に
貞
保
親
王
を
、そ
の
一
～
二
年
後
に
敦
子
内
親
王
を
出
産
し
た
。

ま
た
十
三
年
九
月
に
五
条
后
順
子
が
、
そ
の
翌
年
九
月
に
藤
原
良
房
が
没
し
た
。
身
重
の
前
後
や
服
喪
の
間
は
氏
神
参
拝
は
行
わ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
三
代
実
録
を
見
る
と
、
と
く
に
貞
観
～
元
慶
年
間
は
大
原
野
祭
や
奉
幣
等
の
記
事
が
目
立
っ
て
多
い
。
そ
れ
も
良
房
・
基
経
政
権
の
権
勢

を
語
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
長
良
の
三
男
基
経
は
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
十
七
歳
で
蔵
人
に
な
り
、
侍
従
を
経
て
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
蔵
人
頭
と
な
っ
た
。
長
兄
の
太
郎

国
経
は
同
じ
天
安
二
年
に
三
十
一
歳
で
蔵
人
と
な
っ
た
。
な
お
第
九
十
七
段
に
、
基
経
四
十
賀
に
業
平
が
歌
を
詠
ん
だ
と
あ
る
の
は
、
約
二
十
年

後
の
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）
そ
の
顕
著
な
例
を
言
え
ば
、
次
の
「
狩
の
使
い
」
の
一
節
が
あ
る
。
傍
線
部
、
物
語
文
が
男
の
心
情
を
細
叙
す
る
の
に
対
し
て
、
詞
書
の
方
は
短

く
簡
要
で
、
た
だ
「
思
ひ
居
り
け
る
間
に
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　

 

〔
伊
勢
物
語
第
六
十
九
段
〕　

つ
と
め
て
、
い
ぶ
か
し
け
れ
ど
、
わ
が
人
を
遣
る
べ
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
い
と
心
も
と
な
く
て
待
ち
居
れ
ば
、
明
け

は
な
れ
て
し
ば
し
あ
る
に
、
女
の
も
と
よ
り
、
詞
は
な
く
て
、「
君
や
来
し
…
」。
男
、
い
と
い
た
う
泣
き
て
詠
め
る
。「
か
き
暮
ら
す
…
」
と
詠
み

て
や
り
て
、
狩
に
出
で
ぬ
。
野
に
あ
り
け
ど
、
心
は
空
に
て
、
こ
よ
ひ
だ
に
人
静
め
て
、
い
と
と
く
逢
は
む
と
思
ふ
に
、

　
　

 

〔
古
今
和
歌
集
恋
歌
三
〕　

業
平
朝
臣
の
伊
勢
国
に
ま
か
り
た
り
け
る
時
、
斎
宮
な
り
け
る
人
に
、
い
と
み
そ
か
に
逢
ひ
て
、
又
の
あ
し
た
に
、
人

遣
る
す
べ
な
く
て
、
思
ひ
居
り
け
る
間
に
、
女
の
も
と
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る
。
645
「
君
や
来
し
…
」。
返
し
、
646
「
か
き
暮
ら
す
…
」。

（
６
）
有
名
な
伊
都
内
親
王
の
願
文
は
天
長
十
年
（
八
三
三
）
九
月
二
十
一
日
の
日
付
。
伝
橘
逸
勢
筆
、
巻
尾
に
「
伊
都
」
の
自
署
が
あ
る
。
母
の
藤
原

平
子
の
遺
言
に
よ
り
、
山
階
寺
（
興
福
寺
）
東
院
西
堂
に
香
燈
読
経
料
と
し
て
墾
田
荘
畠
を
寄
進
し
た
こ
と
を
記
す
。

（
７
）
長
良
は
冬
嗣
の
長
子
、良
房
・
良
相
の
同
母
兄
。
権
中
納
言
、五
十
五
歳
没
。
乙
春
は
総
継
の
女
。
三
代
実
録
、元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
二
月
十
三
日
、

荷
前
使
の
班
幣
五
墓
を
定
め
た
中
に
「
贈
正
一
位
藤
原
氏
墓
。
在
山
城
国
紀
伊
郡
」〔
長
良
室
〕
が
あ
り
、
ま
た
延
喜
諸
陵
式
の
「
遠
墓
」
の
一
に

「
深
草
墓
」
と
あ
る
。
元
年
正
月
に
即
位
し
た
陽
成
天
皇
の
外
祖
父
母
に
あ
た
る
。

（
８
）
古
字
の
「
忌
」
と
「
忘
」
は
よ
く
似
る
が
、
こ
こ
は
「
忌
」。
さ
て
「
夫
為
菩
提
」
は
「
そ
れ
の
菩
提
の
為
に
」
と
試
訓
し
た
い
。「
夫
為
」
は
、

願
文
の
常
用
句
「
奉
為
」（
お
ほ
み
た
め
）
か
と
疑
い
も
し
た
が
、
原
字
は
確
か
に
「
夫
」
で
あ
る
。
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
夫
為
」

の
文
字
列
は
多
数
見
え
る
が
、
当
の
「
不
空
羂
索
神
呪
心
経
」
に
は
な
い
。
近
年
の
展
覧
会
図
録
に
、
東
京
国
立
博
物
館
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
宮
廷
の
み

や
び 

近
衛
家
一
○
○
○
年
の
名
宝
』
二
○
○
八
年
や
、
京
都
国
立
博
物
館
『
王
朝
文
化
の
華 

陽
明
文
庫
名
宝
展
』
二
○
一
二
年
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
他
、
田
中
塊
堂
『
日
本
写
経
綜
鑒
』
一
九
五
三
年
、『
平
安
遺
文 

題
跋
編
』
一
九
六
八
年
な
ど
。

（
９
）
興
福
寺
縁
起
。
藤
田
経
世
『
校
刊
美
術
史
料 

寺
院
篇
上
巻
』
一
九
七
二
年
に
よ
る
。
藤
原
夫
人
は
聖
武
天
皇
の
夫
人
「
名
闕
」。
続
日
本
紀
に
、
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天
平
宝
字
四
年
（
七
六
○
）
正
月
に
薨
じ
た
と
あ
る
。
真
楯
は
冬
嗣
の
祖
父
に
あ
た
る
。
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
三
月
薨
、
五
十
二
歳
。
初
め

八
束
と
称
し
た
。
万
葉
集
に
八
首
入
集
。
彼
ら
兄
妹
の
亡
父
母
は
北
家
の
祖
房
前
と
牟
漏
女
王
。
参
考
文
献
、
浅
井
和
春
編
『
日
本
の
美
術
№
382
不

空
羂
索･

准
胝
觀
音
像
』
一
九
九
八
年
三
月
。

〔
付
記
〕　

伊
勢
物
語
の
第
四
段
は
愛
賞
す
べ
き
古
物
語
中
第
一
の
名
品
で
あ
る
。「
本
意
に
は
あ
ら
で
」
が
明
解
を
得
な
い
が
、
本
段
を
与
謝
野
晶
子
が
格

別
称
揚
し
て
い
る
こ
と
を
最
近
知
っ
た
。
曰
く
、「
こ
の
一
段
は
伊
勢
の
な
か
で
、
叙
情
の
文
と
し
て
最
も
優
れ
た
所
と
思
ひ
ま
す
」。
栗
島
狭
衣
著
『
詩

人
業
平
』
に
付
載
す
る
「
伊
勢
物
語
評
話
」
の
中
の
明
言
で
あ
る
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）
十
二
月
、
鳴
皐
書
院
刊
。
晶
子
二
十
四
歳
、
六
月
に

出
奔
し
、
八
月
に
『
み
だ
れ
髪
』
を
出
版
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
「
評
話
」
は
初
段
～
第
二
十
段
に
就
い
て
の
、
落
合
直
文
、
鳳
晶
子
、
鉄
幹
、
栗
島
ら

八
人
の
座
談
記
録
、
全
三
十
五
頁
。
本
段
を
、
鉄
幹
が
ま
と
め
て
歌
も
文
章
も
う
ま
い
と
評
し
て
い
る
。
な
お
「
本
意
に
は
あ
ら
で
」
は
、
晶
子
に
よ
れ

ば
「
行
き
と
ぶ
ら
ふ
人
は
志
が
深
か
つ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
女
は
心
ゆ
か
ぬ
さ
ま
で
あ
つ
た
。
そ
の
ほ
い
で
は
御
座
ん
す
ま
い
か
」
と
い
う
。
随
一
の
后、

が
ね

、

、

で
あ
る
藤
氏
の
姫
君
に
男
の
志
が
深
く
、
か
え
っ
て
姫
君
方
で
そ
の
志
に
応
対
し
か
ね
る
さ
ま
で
あ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
○
一
八
年
十
一
月
五
日
）


	05_辻

