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一
休

廣
　
田
　
哲
　
通

総
息
云
ハ
達
当
ノ
後
也
。
修
行
間
無
二
休
息
義
一
。
紫
野
ノ
純
蔵
主
ヲ
一
休

云
ハ
道
透
過
テ
ー
タ
ヒ
休
也
。
（
『
法
華
経
鷲
林
上
葉
紗
』
讐
筆
墨
「
枕
」

め
説
明
か
ら
）

は
じ
め
に

　
一
休
に
は
三
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
清
僧
一
休
の
像
で
あ
り

『一

x
和
尚
年
譜
』
か
ら
知
り
う
る
も
の
、
今
一
つ
は
『
狂
雲
集
』
の
一

休
で
あ
り
愛
欲
を
肯
定
し
、
狂
気
を
演
じ
る
一
休
の
像
で
あ
る
。
そ
し
て

最
後
が
万
人
に
親
し
い
頓
智
の
一
休
さ
ん
の
像
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
度

説
話
・
伝
承
学
会
大
会
（
四
月
二
九
日
、
花
園
大
学
で
の
西
村
恵
信
氏
の

講
演
「
仏
界
入
り
易
く
魔
界
入
り
難
し
－
一
休
和
尚
咄
に
寄
せ
て
ー
ー
」
）

で
の
講
演
資
料
が
参
考
に
な
る
）
。

一
休

　
一
休
研
究
、
五
山
文
学
研
究
と
い
う
視
点
を
遠
く
に
臨
み
な
が
ら
一
休

作
と
伝
え
ら
れ
る
『
仏
雑
訴
』
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
言
及
を
試
み
た
い
。

ま
た
、
本
作
晶
に
つ
い
て
の
私
の
関
心
は
、
仏
と
鬼
の
戦
と
い
う
本
作
品

の
テ
ー
マ
か
ら
、
私
が
か
つ
て
か
ら
関
心
を
減
り
て
い
る
相
反
し
て
対
立

す
る
価
値
の
不
二
、
一
如
論
、
ひ
い
て
は
天
台
本
覚
論
の
視
点
か
ら
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

す
る
し
、
ま
た
具
体
的
作
品
と
し
て
は
『
無
明
法
性
合
戦
述
、
『
魔
仏
一

如
絵
詞
』
、
関
連
し
て
『
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
草
子
』
・
な
ど
を
比
較
の
対
象
と
し

て
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

　
さ
て
ま
た
、
本
稿
は
私
が
こ
の
と
こ
ろ
関
心
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
一

類
の
お
伽
草
子
作
品
を
通
し
て
、
中
世
人
の
知
識
・
教
養
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
営
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
す
で
に
視
点
を
示
し
、
い
く
つ
か
の
論
文
を
も
の
し
た

『
横
座
房
物
語
㎞
や
『
ふ
く
ろ
ふ
』
、
『
筆
結
物
語
』
な
ど
が
も
つ
性
質
と

は
関
心
も
実
態
も
大
分
様
相
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

三
七



一

『
一
刀
軍
』
の
研
究
史

　
『
仏
鬼
軍
』
の
研
究
史
と
い
っ
て
も
多
く
な
い
。
詳
細
な
研
究
の
足
跡

に
つ
い
て
は
本
稿
の
な
か
で
必
要
に
応
じ
て
ふ
れ
る
が
、
『
修
女
軍
』
が

詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
訳
注
、
解
題
を
付
し
た
『
一
休
和
尚
全
集
』

第
四
巻
一
休
仮
名
法
語
集
（
飯
塚
大
展
訳
注
。
春
秋
社
、
平
成
一
二
年
五

月
目
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
創
立

百
周
年
記
念
公
開
展
示
会
「
お
伽
草
子
－
物
語
の
玉
手
箱
一
」
（
平

成
二
年
二
月
二
四
日
～
一
二
月
七
日
）
の
た
め
の
調
査
、
本
井
牧
子

　
　
　
　
（
注
2
）
　
　
　
　
　
　
〔
注
3
）

氏
の
口
頭
発
表
、
学
術
論
文
が
あ
る
。
そ
し
て
、
平
成
＝
二
年
六
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
る
ソ

『
京
都
大
学
蔵
む
う
ま
ち
も
の
が
た
り
2
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
影
印
・
翻

刻
と
と
も
に
本
井
氏
の
解
題
が
つ
く
。
こ
れ
ま
で
前
半
部
品
と
さ
れ
て
い

た
本
作
品
が
こ
の
調
査
に
よ
る
京
都
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
研
究
室
蔵
本

（
以
下
京
大
印
哲
本
と
略
称
す
る
）
の
発
見
に
よ
っ
て
、
重
書
の
本
文
の

素
性
に
つ
い
て
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
本
作
品
の
ほ
ぼ
全
貌
が
こ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
う
　

明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
京
大
賢
哲
本
の
新
出
部
分
は
錯
簡
部
分

を
含
む
の
で
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
除
く
と
実
際
の
新
出
部
分
は
全
体
量

の
約
五
分
の
二
（
三
八
％
）
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
『
仏
鬼
軍
』
の
前

半
部
は
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
て
い
た
通
り
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

の
当
該
項
目
の
藤
井
隆
氏
の
「
巻
首
の
欠
部
は
冥
官
な
ど
が
仏
法
結
縁
者

三
八

ま
で
大
抵
地
獄
へ
落
と
し
た
と
い
う
、
戦
の
起
り
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
」
な
ど
）
仏
と
鬼
が
戦
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
と
地
獄
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。

　
や
は
り
、
『
悪
鬼
軍
』
の
研
究
に
と
っ
て
、
京
大
印
哲
本
の
発
見
は
本

井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
本
作
品
の
構
造
の
全
体
像
を
過
不
足
な
く
把
握

す
る
た
め
に
も
重
要
な
発
見
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
お
お
よ
そ
予
測
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
前
半
部
分
の
発
見
に
よ
っ
て
仏
書
の
首
魁
が
大

日
如
来
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
戦
の
勅
定
を
下
し
た
の
が
大
日
如

来
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
本
作

品
の
思
想
の
大
枠
が
大
日
如
来
を
中
心
に
し
た
密
教
の
曼
陀
羅
的
構
造
で

あ
る
こ
と
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
懸
案
で
あ
っ
た
い
く

つ
か
の
間
題
が
如
何
様
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
本
作
品
前
半
部
の
発
見
に
よ
っ
て
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た

『
仏
書
軍
』
の
梗
概
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
極
楽
の
阿
弥
陀
が
極
楽
を
地
獄
に
移
す
こ
と
を
目
論
ん
で
そ
の
先
例

　
　
を
文
殊
に
間
う
。
文
殊
は
先
例
を
挙
げ
こ
の
目
論
見
を
是
と
す
る
。

　
　
阿
弥
陀
の
使
い
に
事
情
を
聞
い
た
大
日
如
来
は
各
将
軍
を
指
名
し
て

　
　
勅
定
を
下
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
地
獄
側
も
戦
い
の
準
備
を
す
る
（
以

　
　
上
十
念
寺
本
等
で
は
前
半
欠
脱
部
分
）
。
阿
弥
陀
を
は
じ
め
仏
・
諸

　
　
菩
薩
の
軍
勢
が
四
方
か
ら
攻
め
寄
せ
、
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら



　
　
れ
な
か
な
か
勝
負
が
つ
か
な
い
が
、
し
び
れ
を
き
ら
し
た
大
日
如
来

　
　
が
不
動
明
王
を
は
じ
め
と
す
る
加
勢
を
指
示
す
る
。
戦
は
海
軍
の
勝

　
　
ち
に
終
わ
り
地
獄
は
浄
土
と
化
す
。

　
　
　
　
　
（
注
6
）
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
　
　
　
　
（
注
8
）

　
伝
本
間
の
位
相
、
十
念
寺
本
の
伝
来
、
思
想
的
根
幹
．
（
五
智
如
来
．
方

角
・
主
尊
な
ど
）
は
本
井
氏
の
論
文
・
解
題
が
明
ら
か
に
し
て
い
て
概
ね

こ
れ
に
よ
る
。

二

『
仏
紅
軍
』
の
構
図

　
本
作
品
は
全
体
仏
と
鬼
の
戦
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
全
体
が
比
喩
と

し
て
成
り
立
つ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
図
式
化
さ
れ
た
構
造
を
持
っ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
様
相
を
解
し
て
い
っ
て
み
よ
う
。
白
軍
の

構
成
は
ま
ず
冒
頭
の
大
日
如
来
の
勅
定
の
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
（
京

大
三
哲
本
の
発
見
に
よ
っ
て
本
作
品
冒
頭
部
が
明
ら
か
に
な
っ
て
よ
り
は

つ
き
り
し
た
）
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
様
の
構
図
が
四
方
の
軍
揃
え
に
お
い
て
、

ま
た
戦
に
勝
っ
て
地
獄
を
浄
土
に
す
る
に
際
し
て
の
各
大
将
の
領
分
の
指

示
に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
。
大
将
・
武
具
・
代
表
的
な
性
状
な
ど
を
簡
略

に
示
す
と
下
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
戦
の
発
端
に
述
べ

ら
れ
る
地
獄
を
極
楽
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
地
獄
の
様
相
は
極
楽
の
侵
略
を
伝
え
聞
い
て
戦
闘
の
準
備
を
す
る
と
こ

一
休

　
　
場
面
配
置

大
日
如
来
の
勅
定

軍
揃
え

地
獄
を
浄
土
に
す
る

中
台

大
日
三
王
の
都

西
方

阿
弥
陀

阿
弥
陀
仏
（
妙
観
察
智
の
幡
）

阿
弥
陀

東
方

薬
師
仏

薬
師
如
来
（
大
円
鏡
智
の
た
て
・
仏
酒
薬
）

薬
師

南
方

宝
生
仏

宝
生
如
来
（
平
等
性
質
の
ほ
こ
・
如
意
宝
珠
）

宝
生

北
方

釈
迦
仏

釈
迦
牟
尼
（
成
所
作
智
の
た
て
）

尺
迦
主

「
ヨ
ワ
カ
ラ
ン
所
ヲ
バ
、
真
言
宗
ノ
金
剛
、
胎
蔵
両
界
諸
尊
、
不
動
、
降
三
世
」

「
四
角
を
ば
、
普
賢
、
文
殊
、
観
音
、
弥
勒
」

三
九



う
と
戦
闘
場
面
及
び
戦
の
終
末
の
浄
土
化
さ
れ
る
地
獄
の
描
写
で
描
か
れ

る
が
、
そ
の
図
式
は
今
一
つ
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
物
語
全
体
に
お
け

る
閻
魔
の
位
置
が
微
妙
で
明
ら
か
で
な
い
。
白
軍
の
侵
略
を
聞
い
て
も
閻

魔
は
阿
亀
羅
刹
に
罪
状
を
確
認
す
る
立
場
に
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

堅
目
羅
刹
が
地
獄
の
（
つ
ま
り
悪
の
）
象
徴
で
あ
る
や
に
受
け
取
れ
る
。

意
識
的
に
閻
魔
と
阿
坊
羅
刹
の
問
に
距
離
を
置
い
て
使
い
分
け
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
の
考
察
は
本
井
氏
の
分
析
を
な
ど
る
こ
と
に
な
る
の
で
簡
略
に
整

理
す
る
。
こ
の
物
語
は
胎
蔵
界
曼
陀
羅
の
中
台
八
葉
院
に
な
ら
っ
た
も
の

で
あ
る
。
即
智
如
来
や
八
葉
蓮
華
の
語
や
思
想
は
『
本
朝
法
華
験
記
』
巻

上
九
話
、
『
法
華
経
鷲
林
拾
謎
謎
』
讐
喩
品
三
之
上
「
五
金
色
事
」
、
『
法

華
経
直
談
紗
』
讐
二
品
三
「
四
金
色
之
事
」
な
ど
に
も
見
え
る
。

　
横
道
に
そ
れ
る
が
、
本
作
品
冒
頭
の
阿
弥
陀
と
文
殊
の
や
り
と
り
は
、

中
世
特
有
の
言
葉
、
発
想
、
論
述
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

阿
弥
陀
は
そ
の
目
論
見
の
可
否
を
文
殊
に
「
先
例
の
有
無
」
と
い
う
か
た

ち
で
問
う
。
こ
の
あ
た
り
を
中
心
に
本
作
品
に
は
先
例
、
先
躍
、
証
拠
本

文
の
語
が
よ
く
で
て
く
る
。
も
の
ご
と
の
正
否
の
判
断
に
お
い
て
先
例
を

重
視
し
、
そ
れ
を
証
拠
と
す
る
の
は
、
中
世
の
文
学
や
古
注
釈
に
お
け
る

論
述
の
特
色
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
問
い
に

対
し
て
文
殊
は
「
官
ノ
日
記
」
を
み
る
よ
う
指
示
す
る
。
「
日
記
」
に
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）

ら
す
こ
と
は
本
作
品
に
は
ま
ん
べ
ん
な
く
多
く
出
て
く
る
。
本
作
品
の
物

語
づ
く
り
の
方
法
で
も
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
冒
頭
部
で
阿
弥
陀
は
こ

の
行
為
を
「
ヒ
が
事
」
と
認
識
し
て
い
る
。
閻
魔
も
後
に
そ
れ
に
応
じ
る

か
た
ち
で
こ
の
行
為
を
「
ユ
ユ
シ
キ
僻
事
」
と
指
弾
し
て
い
る
。
ま
た
こ

の
暴
挙
を
阿
弥
陀
は
「
自
由
ノ
餐
」
と
い
う
。
こ
の
折
り
の
「
自
由
」
は

中
世
語
で
放
将
、
わ
が
ま
ま
の
意
で
、
そ
の
典
型
的
な
用
例
と
な
る
。

三

『
仏
鬼
軍
』
の
思
想

　
『
仏
鬼
軍
』
の
根
幹
の
思
想
は
天
台
お
よ
び
禅
の
不
二
論
に
あ
る
と
漠

然
と
予
想
し
て
い
た
が
、
本
作
品
の
基
底
を
な
す
思
想
的
背
景
は
そ
の
他

に
も
地
蔵
信
仰
、
真
言
密
教
な
ど
多
岐
に
渡
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
た

り
を
本
文
に
即
し
て
丁
寧
に
鵬
分
け
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
章
で

祖
述
し
た
よ
う
に
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
や
図
柄
は
密
教
の
曼
陀
羅
図
に

模
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
大
日
如
来
を
中
心
と
す
る
図
式
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
思
想
的
根
幹
は
如
何
様

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
概
に
真
言
密
教
の
思
想
で
あ
る
と
決
め
付
け
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
作
品
の
骨
格
は
発
端
に
お
け
る
先

例
の
追
尋
と
末
尾
の
叙
述
に
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
極
楽
（
本
作
品
の

地
獄
の
対
極
の
表
現
は
冒
頭
部
で
は
行
為
者
が
阿
弥
陀
で
あ
る
の
に
応
じ

て
極
楽
と
な
っ
て
い
る
が
後
半
か
ら
は
浄
土
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も



そ
れ
に
し
た
が
っ
て
呼
称
す
る
。
「
天
台
宗
ニ
ハ
」
（
臨
川
）
と
し
て
引
く

『
金
剛
鐸
』
の
本
文
の
「
阿
鼻
依
正
忌
処
極
聖
楽
下
心
」
の
「
極
聖
」

（『

ｹ
石
集
』
、
『
さ
さ
め
ご
と
』
も
同
じ
）
と
「
極
楽
」
（
『
仏
鬼
無
』
）
の

異
同
も
そ
う
考
え
る
と
意
味
深
長
な
も
の
が
予
想
さ
れ
興
味
深
い
）
を
地

獄
に
移
す
こ
と
で
あ
る
（
「
炎
魔
大
王
ヲ
追
ヲ
ト
シ
テ
極
楽
ヲ
地
獄
二
移

サ
ン
事
ハ
、
先
例
ア
リ
ヤ
イ
ナ
ヤ
」
（
臨
川
）
。
同
様
に
地
獄
の
場
面
で
先

を
承
け
て
「
文
ヲ
シ
テ
天
台
、
華
厳
、
真
言
秘
教
ノ
中
ヨ
リ
古
ル
反
古
取

リ
層
群
テ
証
文
ト
シ
テ
、
冥
途
ヲ
打
取
ル
ベ
キ
ト
其
支
度
ア
リ
ト
聞
ユ
」

（
臨
川
）
と
出
て
く
る
）
。
そ
の
こ
と
の
謂
は
、
地
獄
即
浄
土
と
い
う
不
二

論
の
提
示
で
あ
る
（
こ
の
趣
旨
に
つ
い
て
天
台
宗
・
華
厳
宗
・
真
言
宗
の

例
を
挙
げ
て
法
相
宗
・
三
論
宗
も
同
様
と
す
る
）
。
地
獄
即
浄
土
と
い
う

不
二
論
で
我
々
が
最
も
馴
染
ん
で
い
る
の
は
天
台
の
思
想
で
あ
る
が
、
本

作
品
で
は
、
多
く
の
引
用
を
踏
ま
え
て
諸
宗
に
わ
た
り
、
殊
に
真
言
の
理

智
不
二
の
思
想
が
顕
著
で
あ
る
。
地
獄
落
浄
土
と
い
う
思
想
の
根
源
と
広

が
り
は
如
何
様
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
る
文
証
は
諸
宗
に
わ
た

る
。
ま
た
、
本
作
品
に
お
い
て
発
端
と
末
尾
に
お
け
る
地
獄
即
浄
土
と
い

う
思
想
が
示
さ
れ
る
箇
所
で
、
そ
れ
は
諸
宗
の
思
想
と
し
て
簡
略
に
仏
教

概
論
の
体
を
な
し
て
表
現
さ
れ
る
。
横
道
に
そ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
叙

述
の
方
法
は
『
筆
結
物
語
』
な
ど
中
世
に
知
識
・
教
養
を
披
点
す
る
か
た

ち
の
お
伽
草
子
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
抽
出
で
き
る
と

一
休

こ
ろ
こ
の
思
想
の
根
源
は
や
は
り
諸
宗
に
遍
満
す
る
不
二
の
思
想
が
広
く

覆
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
う
ひ
と
っ
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
本

作
品
に
お
い
て
地
獄
が
ど
の
よ
う
な
構
図
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
が
興

味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
作
品
の
テ
ー
マ
か
ら
し
て
地
獄
は
浄
土
と
パ

ラ
レ
ル
な
か
た
ち
で
想
定
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
か

た
や
浄
土
に
つ
い
て
は
か
な
り
明
確
に
か
つ
シ
ン
プ
ル
に
図
式
化
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
殊
に
京
大
印
哲
本
の
発
見
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
本
井
氏
の

論
文
等
に
明
ら
か
な
よ
う
に
大
日
如
来
を
主
尊
と
す
る
密
教
の
曼
陀
羅
世

界
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
地
獄
即
浄
土
の
命
題
は
本
作
品
に
お
い

て
早
智
の
都
は
「
我
等
が
、
む
ね
の
」
中
に
あ
る
と
終
結
す
る
。
こ
れ
ら

の
発
想
は
八
葉
蓮
華
・
五
智
如
来
㌧
「
次
子
西
方
観
無
量
寿
仏
。
此
是
如

来
方
便
智
」
を
引
く
『
大
日
経
学
』
に
見
え
る
東
西
南
北
の
四
方
の
表
現

な
ど
、
各
所
で
指
摘
し
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
見
え
る
。
ま
た

胸
の
中
に
八
葉
蓮
華
が
あ
る
と
い
う
発
想
も
あ
ち
こ
ち
に
見
え
る
。
延
慶

本
『
平
家
物
語
㎞
第
二
本
一
二
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
、
『
草
案
集
』
「
三
身

　
　
〔
注
1
0
）

釈
」
な
ど
。

　
再
三
横
道
に
そ
れ
る
が
、
本
作
品
の
あ
と
が
き
に
類
す
る
部
分
の
「
世

の
中
に
（
中
略
）
こ
と
の
葉
の
」
の
文
章
が
『
さ
さ
め
ご
と
』
か
ら
の
転

用
か
と
す
る
『
一
休
和
尚
全
集
』
の
飯
塚
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
通
り

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
さ
さ
め
ご
と
』
を
念
頭
に
お
い
て
本
作
品

四
一



を
通
観
す
る
と
、
先
に
も
引
い
た
「
阿
鼻
依
正
（
中
略
）
二
会
之
一
念
」

の
類
似
の
表
現
が
見
え
る
。
こ
れ
は
引
用
部
分
で
あ
り
、
か
つ
両
国
の
思

想
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。
両
作
品
は
思
想
面
に
お
い
て
か
ぶ
っ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ぎ
に
も
う
少
し
本
作
品
に
お
け
る
思
想
に
関
わ
る
問
題
点
に
つ
い
て

考
え
て
お
こ
う
。
極
楽
が
地
獄
を
攻
め
る
論
拠
及
び
そ
れ
に
対
す
る
阿
坊

羅
刹
の
反
証
と
し
て
念
仏
者
の
堕
獄
に
ま
つ
わ
る
文
言
が
あ
る
。
こ
れ
も

思
想
的
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
本
書
の
法
然
批
判
は
歴
然

で
あ
る
。
大
日
如
来
が
地
獄
に
戦
い
を
挑
む
大
き
な
理
由
に
阿
坊
羅
刹
が

念
仏
者
を
地
獄
に
堕
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
阿

坊
羅
刹
は
念
仏
者
で
悪
事
を
な
し
て
い
て
軽
重
を
秤
に
か
け
る
と
罪
の
方

が
重
い
者
を
堕
獄
し
て
い
る
と
論
駁
す
る
。
法
然
ら
の
念
仏
思
想
に
つ
い
「

て
の
是
非
の
論
争
を
思
わ
せ
る
。
先
に
も
発
端
の
先
例
と
末
尾
の
諸
宗
の

理
解
の
と
こ
ろ
で
も
経
文
引
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
本
作
品
で
は
他

の
箇
所
で
も
全
体
に
わ
た
っ
て
経
文
の
引
用
が
散
見
す
る
。
憲
法
の
用
例
、

閻
魔
の
論
理
に
も
吟
味
し
て
一
言
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
横

道
に
そ
れ
る
が
、
本
作
品
中
「
憲
法
」
の
語
例
が
三
例
見
え
る
（
臨
川
三

九
六
頁
に
二
例
、
飯
塚
一
五
九
頁
）
。
飯
塚
氏
は
注
に
「
青
林
本
節
用
集
」

を
あ
げ
て
「
公
正
な
処
断
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
憲
法
（
「
法
に

の
っ
と
る
」
）
で
あ
る
（
『
毛
詩
抄
』
、
『
曽
我
物
語
』
巻
一
に
も
語
例
が
見

四
二

え
る
）
。
か
つ
て
『
法
華
経
鷲
林
立
葉
紗
」
の
離
二
丈
の
説
話
の
中
に
鬼

同
士
の
論
争
に
離
婆
多
が
判
断
を
求
め
ら
れ
て
「
憲
法
ノ
載
断
」
と
し
て

公
正
な
判
断
を
下
す
と
こ
ろ
で
「
憲
法
」
の
語
を
見
出
だ
し
て
感
動
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
本
作
品
の
憲
法
の
用
例
が
い
ず
れ
も
閻
魔
の
言
い

分
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
皮
肉
で
（
い
や
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
）
興

味
深
い
。
こ
こ
で
本
作
品
に
お
け
る
閻
魔
の
論
理
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

大
日
如
来
が
地
獄
を
攻
め
る
と
き
の
罪
状
は
念
仏
者
を
も
地
獄
に
堕
と
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
閻
魔
及
び
阿
坊
羅
刹
は
、
大
日
如
来
か

ら
の
挑
戦
状
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
立
場
を
述
べ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
戦
闘

の
終
結
部
分
で
や
は
り
地
獄
の
立
場
を
述
べ
る
と
こ
ろ
の
言
い
分
を
整
理

し
て
み
る
。
一
言
で
言
え
ば
仏
誕
の
言
い
分
が
非
理
な
る
こ
と
を
口
を
極

め
て
説
く
。
そ
れ
は
一
応
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
閻
魔
に
も

一
理
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
幻
想
の
一
休

　
「
仏
鬼
軍
」
と
一
休
は
ど
う
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
飯
塚
氏
は
、
前

掲
解
題
で
十
念
寺
十
八
世
心
了
の
元
禄
十
年
版
並
行
の
際
「
初
め
て
『
仏

鬼
軍
」
と
一
休
が
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
」
と
い
う
。

あ
た
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
『
仏
鬼
軍
』
の
内
容
に
一

休
の
面
影
は
見
え
な
い
し
、
禅
語
も
ま
っ
た
く
指
摘
で
き
な
い
。
一
休
作



で
あ
る
と
い
う
伝
承
以
外
で
の
作
品
の
内
容
や
表
現
に
一
休
の
痕
跡
は
見

出
だ
せ
な
い
と
断
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
『
二
選
軍
』
に
お
い
て
一
休
と
の

関
係
は
や
は
り
幻
想
の
ま
ま
で
置
く
ほ
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

む
す
び

　
文
学
と
い
う
の
は
、
そ
し
て
比
喩
と
い
う
の
は
空
手
、
空
拳
の
絵
空
事

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
絵
柄
の
真
実
味
だ
け
が
そ
の
作
品
の
価

値
に
な
る
。
『
仏
鬼
軍
』
の
構
図
（
図
柄
）
と
思
想
の
観
点
か
ら
想
到
し

て
み
た
。

　
こ
の
一
年
間
（
平
成
＝
二
年
度
）
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
曼
陀
羅
に

ふ
れ
る
機
会
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
『
仏
鬼
軍
』
を
丁
寧
に
読
ん
だ
こ
と

が
私
の
曼
陀
羅
へ
の
関
心
の
と
ば
口
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
予
感

が
す
る
。

（
1
）

［
注
］

牧
野
和
夫
『
中
世
の
二
面
と
学
問
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
一

一
月
）
。
本
書
W
四
、
五
、
六
節
で
氏
は
こ
の
書
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
文

学
の
稀
有
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
無
明
法
性
合
戦
状
』

で
は
無
明
の
悪
王
が
真
如
の
法
王
の
城
か
ら
衆
生
を
奪
い
取
っ
た

こ
と
が
合
戦
の
発
端
に
な
っ
て
い
る
が
、
地
獄
方
は
自
分
の
正
当

一
休

　
　
性
を
主
張
す
る
な
ど
両
者
相
似
て
い
る
。

（
2
）
「
室
町
時
代
物
語
『
仏
鬼
畜
』
に
つ
い
て
1
新
出
本
の
紹
介
を
中

　
　
心
に
一
」
（
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
　
第
三
十
八
回
例
会
　
二
〇
〇

　
　
〇
年
四
月
十
六
日
　
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
）

（
3
）
「
室
町
時
代
物
語
『
仏
鬼
軍
』
に
つ
い
て
1
新
出
本
の
紹
介
を
兼

　
　
ね
て
一
」
（
『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
第
五
号
、
平
成
＝
一
年
一

　
　
一
月
）

（
4
）
臨
川
書
店
、
平
成
＝
二
年
六
月
。

（
5
）
京
大
印
哲
本
は
「
昔
シ
恋
シ
床
シ
ト
歎
キ
悲
ミ
シ
七
世
四
恩
タ
ヅ

　
　
ネ
ト
リ
テ
、
極
楽
ノ
友
タ
ヨ
リ
ニ
仕
ラ
ン
ト
ゾ
ハ
ヤ
リ
ケ
ル
」
で

　
　
始
ま
っ
て
、
そ
の
あ
と
「
弥
陀
大
将
軍
ノ
仰
」
に
つ
な
が
っ
て
、

　
　
意
味
が
不
明
で
あ
り
、
ご
く
わ
ず
か
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
欠
落

　
　
が
想
定
さ
れ
る
。

（
6
）
伝
本
間
に
ほ
と
ん
ど
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。

（
7
）
十
念
寺
本
が
お
お
も
と
で
従
来
の
伝
本
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
伝
写

　
　
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）
胎
蔵
界
曼
陀
羅
の
中
台
八
葉
院
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
9
）
「
日
記
を
ひ
か
へ
す
、
は
か
り
ご
と
な
く
し
て
合
戦
を
、
は
し
む

　
　
れ
は
、
勝
事
百
に
一
も
な
し
、
し
か
あ
れ
は
、
薬
師
経
の
日
記
に

　
　
ま
か
せ
、
真
言
儀
軌
を
守
て
、
寄
べ
き
也
」
（
大
成
五
四
七
頁
）
、

四
三



四
四

（
1
0
）

「
小
乗
経
等
ノ
日
記
二
任
セ
テ
コ
シ
ラ
ヘ
タ
リ
」
（
臨
川
三
九
七
頁
）

吉
原
浩
人
「
院
政
期
に
お
け
る
〈
本
覚
讃
〉
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

一
『
心
性
罪
福
因
縁
集
』
と
大
江
匡
房
の
文
業
を
中
心
に
一
」

（
菅
原
信
海
編
『
神
仏
習
合
思
想
の
展
開
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六

年
一
月
）

［
付
記
］

○
本
稿
に
お
け
る
『
仏
鬼
軍
』
の
引
用
本
文
等
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成

1
1
』
（
横
山
重
、
松
本
隆
信
編
、
昭
和
五
八
年
二
月
）
を
主
と
し
、
必
要

に
応
じ
て
『
一
休
和
尚
全
集
第
四
巻
』
、
『
京
都
大
学
蔵
む
う
ま
ち
も
の
が

た
り
2
』
に
拠
っ
た
。


