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黒
田
清
輝
「
昔
語
り
」
の
語
る
こ
と

一
文
学
と
絵
画
の
接
点
か
ら
一

三
　
輪
　
正
　
胤

1黒田清輝「昔語り」の語ること

は
じ
め
に

　
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
、
そ
の
下
書
き
・
画
稿
を
展
示
す
る
こ
と
に

な
っ
た
黒
田
清
輝
の
「
昔
語
り
」
　
（
図
1
）
は
、
日
清
戦
争
を
挟
ん
で
尚
書
き

継
が
れ
て
三
一
年
に
至
っ
て
完
成
し
、
下
書
き
と
は
幾
分
違
っ
た
構
図
と
な
っ

て
白
馬
会
に
出
品
展
示
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
完
成
作
品
は
焼
失
し
て
現
存
し
な

い
）
。
そ
の
制
作
に
か
け
た
時
聞
と
い
い
、
作
品
と
し
て
の
完
成
度
と
い
い
、

黒
田
の
精
魂
込
め
た
一
大
作
品
と
い
っ
て
良
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
黒
田
の

盟
友
で
あ
っ
た
久
米
桂
一
郎
は
「
一
生
中
の
骨
を
折
っ
た
、
大
作
」
と
賞
賛
し

て
い
る
（
注
1
）
。
そ
れ
で
は
、
黒
田
が
こ
の
絵
に
精
魂
込
め
て
表
現
し
よ
う

と
し
た
も
の
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

に
至
る
ま
で
の
美
学
、
美
術
史
の
専
門
家
の
眼
は
黒
田
の
齎
し
た
西
洋
絵
画
の

手
法
、
そ
れ
を
構
想
画
と
呼
び
慣
わ
し
て
、
専
ら
そ
の
形
と
し
て
の
伝
承
の
問

題
に
注
が
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
研
究
の
中
で
、
そ
の
主
題
に
幾
分
か
関
わ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
と

し
て
、
中
江
彬
、
三
輪
英
夫
両
氏
の
も
の
が
あ
る
。

　
中
江
杜
氏
は
「
昔
語
り
」
の
図
像
が
ピ
ュ
ビ
イ
ス
・
ド
・
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の

「
休
息
」
、
更
に
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
な
ど
の
様
々
な
絵
画
に
基
づ
い
て
い
る
事

を
明
ら
か
に
し
、
手
の
平
を
返
す
ポ
ー
ズ
は
パ
リ
ス
と
ト
ロ
イ
の
ヘ
レ
ネ
ー
の

物
語
か
ら
、
悲
恋
に
主
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
　
「
描
か

れ
る
の
が
物
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
と
聴
衆
に
あ
り
、
語
ら
れ
る
過

去
は
鑑
賞
者
の
想
像
の
中
に
し
か
な
い
」
と
し
て
、
主
題
を
ど
の
よ
う
に
見
る

か
は
「
鑑
賞
者
の
自
由
に
任
さ
れ
る
」
と
し
た
（
注
2
）
。

　
三
輪
英
夫
氏
は
、
中
江
彬
氏
の
成
果
を
受
け
な
が
ら
、
構
想
画
と
し
て
の
様

々
な
条
件
を
丁
寧
に
整
理
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
主
題
は
何
か
と



2

い
う
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
皇
民
し
た
。
辛
う
じ
て
、
中
江
氏
の
言
う
悲
恋

の
物
語
に
主
題
を
求
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
恋
愛
体
験
に
関
係
し
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
と
指
摘
し
て
、
　
「
描
か
れ
る
内
容
が
主
題
そ
の
も
の
に
は
な
い
」

と
言
い
切
っ
て
い
る
（
注
3
）
。

　
「
凡
て
名
画
と
言
は
れ
る
程
の
も
の
は
、
其
筆
者
の
意
見
や
目
的
が
充
分
に

現
は
れ
て
る
る
が
上
に
、
そ
の
形
体
に
於
て
も
亦
言
ふ
迄
も
無
く
立
派
な
も
の

で
、
即
ち
内
容
外
形
相
応
じ
て
美
を
成
立
せ
し
あ
て
み
る
」
　
（
注
4
）
と
黒
田

は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
形
式
と
共
に
、
筆
者
の
「
意
見
や
目
的
」
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
我
々
の
み
な
ら
ず
、
黒
田
自
身
が
希
望
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ

る
。

第
一
章
　
　
「
小
督
」
の
構
図

　
　
「
小
督
」
　
（
黒
田
は
「
昔
語
り
」
を
「
小
智
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
た
。
本

論
で
も
「
小
督
」
と
呼
称
し
、
そ
れ
は
「
昔
語
り
」
の
下
絵
を
指
す
こ
と
に
す

る
）
に
は
、
先
の
中
江
氏
等
の
研
究
に
よ
る
、
黒
田
の
写
生
帖
2
5
号
他
に
残
る

長
囲
の
下
書
き
図
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
構
図
へ
の
変
遷
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
三
輪
英
夫
氏
は
「
つ
ま
り
「
昔
語
り
」
は
シ
ャ

・
バ
ン
ヌ
作
品
に
借
用
し
た
構
図
の
み
な
ら
ず
、
内
容
を
含
あ
て
そ
も
そ
も
滞
仏

中
に
着
想
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
帰
国
後
の
京
都
旅
行
で
は
制
作
上
の
具

体
的
な
確
認
を
得
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
」
　
（
注
5
）
と
の
発
言
を
し
て
い

る
。
こ
れ
は
最
も
核
心
を
突
い
た
発
言
で
あ
る
。
雪
仏
中
の
着
想
と
は
、
正
に

「
休
息
」
に
関
わ
る
一
連
の
構
想
画
を
模
索
し
つ
つ
、
黒
田
が
心
中
に
抱
く
世

界
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
、
即
ち
形
式
と
内
容
と
の
調
和
を
試
行

錯
誤
し
、
苦
心
惨
澹
す
る
影
の
時
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
に
帰
っ
て
来
た
時
、

次
の
章
で
述
べ
る
通
り
、
小
督
の
悲
恋
話
へ
と
結
び
つ
い
て
、
影
は
光
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
黒
田
の
パ
リ
で
の
失
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
恋
の
痛
手

を
現
わ
す
の
に
、
誠
に
都
合
の
良
い
、
黒
田
の
気
持
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
逸

話
で
あ
っ
た
の
だ
。
黒
田
は
小
罪
の
話
を
聞
い
た
と
き
に
「
変
な
気
持
ち
が
し

た
」
と
記
し
て
い
る
（
注
6
）
。
滅
多
に
感
情
を
記
さ
な
い
黒
田
の
記
録
の
中

に
あ
っ
て
、
こ
の
「
変
な
気
持
」
こ
そ
、
絵
に
な
る
瞬
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

形
は
心
ど
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
写
生
帖
2
5
号
他
の
下
絵
か
ら
・

「
小
督
」
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
構
図
と
の
間
に
は
、
幾
つ
か
の
見
逃
し
得
な

い
変
化
が
見
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　
1
　
中
心
と
な
る
語
り
の
人
物
は
座
位
か
ら
立
姿
と
な
っ
て
い
る

　
2
　
通
り
過
ぎ
る
少
女
は
画
面
の
右
か
ら
左
へ
と
移
さ
れ
て
い
る

　
3
　
語
り
を
聞
く
人
々
、
二
人
二
組
の
人
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
ポ
ウ
ズ

　
　
を
と
っ
て
い
る

　
4
　
画
面
の
右
奥
に
は
、
清
閑
寺
の
廟
が
描
か
れ
て
い
る

　
5
　
自
然
の
風
景
は
、
晩
秋
の
夕
暮
れ
と
な
っ
て
い
る

こ
れ
ら
五
つ
の
事
柄
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。



3黒田清輝「昔語り」の語ること

　
1
と
し
た
、
語
り
の
人
物
の
姿
勢
の
変
化
は
、
語
り
の
最
中
と
そ
の
終
わ
り

の
時
間
差
を
示
し
て
い
る
。
　
「
休
息
」
図
な
ど
に
お
い
て
は
、
語
り
の
老
人
は

座
る
こ
と
の
で
き
る
椅
子
を
用
意
さ
れ
、
写
生
帖
2
5
号
他
に
お
い
て
も
、
座
る

べ
き
席
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
形
は
人
々
に
物
を
語
る
（
「
休

息
」
に
お
い
て
は
、
古
代
神
話
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
が
）
長
い
時
間
の
経
過
と
、

そ
の
間
に
お
け
る
語
る
人
と
聞
く
人
と
の
共
感
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
小
督
」
に
あ
っ
て
は
、
語
り
の
僧
侶
は
立
ち
上

が
り
、
笛
を
吹
く
形
と
な
っ
て
い
る
。
笛
を
吹
く
に
至
る
ま
で
は
、
僧
侶
は
小

督
の
恋
の
物
語
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
座
っ
て
い
た
木
の
切
り
株
は
、
画

面
の
左
手
前
横
に
そ
の
半
分
を
見
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
椅
子
と
す
る
べ
き

も
の
は
最
早
必
要
で
は
な
く
、
語
り
は
既
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
、

人
々
は
語
り
の
意
味
を
自
ら
の
命
の
中
に
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
を

迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
笛
の
音
が
流
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
2
と
し
た
少
女
の
位
置
の
変
化
は
、
単
純
に
は
画
面
構
成
上
の
バ
ラ

ン
ス
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
僧
侶
を
左
手
に
し
て
聞
き
入
る
人
々
が
全
員
右
手
に

配
置
さ
れ
る
と
、
右
画
面
へ
の
偏
り
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
小
さ
な
問
題
で
あ
る
。
小
匙
に
新
た
な
発
想
を
得
た
と
き
、
小
督

に
関
わ
り
の
あ
る
清
閑
寺
（
高
倉
天
皇
と
小
督
の
墓
が
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い

る
）
は
是
非
と
も
画
面
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
4
と
し
た
問
題
は
こ
こ

に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
右
手
に
少
女
が
居
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
切
な
清
閑
寺
の

廟
は
、
少
女
の
影
に
位
置
し
て
し
ま
う
。
こ
の
重
要
な
清
閑
寺
の
廟
を
右
奥
に

は
っ
き
り
と
描
く
必
要
が
あ
っ
て
、
少
女
は
左
手
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
左
手
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
女
の
役
割
は
微
妙
に
変
化
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
森
陰
外
は
画
中
人
物
の
説
明
に
当
た
っ
て
、
こ
の
少
女
を

「
行
き
過
ぎ
ん
と
し
て
顧
視
せ
る
」
　
「
聴
く
と
聴
か
ざ
る
と
の
間
、
住
ま
る
と

住
ま
ら
ざ
る
と
の
際
」
　
（
注
7
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
住
ま
る
と
住
ま

ら
ざ
る
と
の
際
」
の
少
女
と
い
う
表
現
は
誠
に
巧
み
で
あ
る
。
笛
を
吹
く
形
の

僧
侶
の
後
ろ
を
通
り
過
ぎ
る
で
も
な
く
通
る
こ
と
と
な
っ
て
、
少
女
は
全
て
の

事
柄
を
後
ろ
か
ら
、
離
れ
た
物
と
し
て
見
、
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
少
女
は
僧

侶
の
語
り
へ
瞬
間
的
に
関
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
「
草
刈
り
娘
」
と
題
さ
れ
る

（
熊
手
を
持
っ
て
の
草
刈
り
と
は
、
実
に
奇
妙
な
取
り
合
わ
せ
で
は
あ
る
が
）

少
女
（
図
2
）
は
、
一
日
の
労
働
の
一
時
を
（
夕
暮
れ
が
迫
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
今
日
の
仕
事
は
終
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
）
、
恋
を
語
り
つ

つ
慰
撫
す
る
僧
侶
の
笛
の
音
に
不
可
思
議
な
表
情
を
見
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
恋

と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
少
女
に
と
っ
て
未
来
に
属
す
る
ど
こ
か
で
甘
い
物

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
僅
か
な
期
待
を
持
っ
て
良
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
期
待
と
躊
躇
と
、
そ
し
て
不
可
解
の
情
の
中
に
「
聴
く
と
聴
か
ざ
る
」

と
の
少
女
は
、
現
在
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
黒
田
清
輝
素
描

集
』
　
（
注
8
）
に
残
さ
れ
た
「
小
氏
」
の
少
女
下
書
き
図
の
表
情
は
、
正
面
を

見
る
優
し
さ
（
写
生
画
2
7
号
、
一
八
九
四
年
作
）
か
ら
、
や
や
右
下
に
視
線
を



4

落
と
し
た
疲
れ
の
あ
る
も
の
に
な
り
（
画
稿
1
7
・
1
8
、
一
八
九
六
年
作
）
、

「
小
灯
」
の
や
や
ふ
っ
く
ら
と
し
た
顔
付
き
で
、
あ
ど
け
な
く
僧
侶
を
見
る
形

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
少
女
を
右
画
面
か
ら
左
画
面
に
移
す
間
の
黒
田
の
心
の

揺
れ
が
見
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
未
だ
恋
を
知
ら
な
い
者
に
対
し
て
の
黒
田
の

憧
憬
が
あ
る
。
恋
を
知
ら
な
い
者
へ
の
喜
悦
が
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
。

　
こ
こ
に
、
僧
侶
と
少
女
と
は
対
照
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
く

る
。
僧
侶
と
少
女
と
は
、
止
ま
る
者
と
行
き
過
ぎ
る
者
、
そ
れ
は
亦
、
確
定
し

た
過
去
と
、
　
漠
と
し
た
未
来
と
に
生
き
る
対
照
的
な
】
組
と
な
っ
て
存
在
し

て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
3
と
し
た
二
組
の
人
々
は
ま
た
違
っ
た
世
界
を
見
せ
て
い

る
。
画
面
中
央
の
舞
妓
と
仲
居
の
一
組
み
は
、
現
在
と
い
う
時
の
中
に
ど
っ
ぶ

り
と
漬
か
っ
て
い
る
。
立
ち
姿
の
舞
妓
は
左
手
を
、
座
っ
た
仲
居
の
肩
に
置
い

て
い
る
。
舞
妓
の
重
心
は
左
に
掛
っ
て
お
り
、
仲
居
へ
の
従
順
な
様
子
を
示
し

て
い
る
。
仲
居
は
室
内
に
あ
っ
て
は
、
舞
妓
の
手
助
け
を
す
る
役
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
旦
外
に
出
た
と
き
は
、
舞
妓
を
守
る
と
と
も
に
監
視
す
る
務
め
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
。
煙
管
を
手
に
座
っ
た
仲
居
の
目
付
き
は
い
か
に
も
厳
し
い
。

や
や
大
き
め
の
眼
は
、
上
目
づ
か
い
に
僧
侶
を
眺
め
て
暗
く
陰
険
で
あ
る
。
舞

妓
は
抜
け
出
す
に
も
抜
け
出
せ
な
い
現
実
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
仲
居
と

舞
妓
と
い
う
二
人
の
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
認
め
合
っ
て
、
現
在
を
そ

の
ま
ま
に
生
き
る
姿
で
あ
る
。

　
一
方
、
画
面
右
の
男
と
女
（
舞
妓
）
は
、
未
来
に
生
き
る
姿
を
示
し
て
い
る
。

男
は
瓢
箪
を
背
に
、
尻
挟
み
で
草
履
履
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
旅
に
出
か
け
る
こ

と
の
で
き
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
男
に
寄
り
添
う
女
は
、
男
が
後
ろ
に
回
し
た
手

と
し
っ
か
り
と
手
を
組
ん
で
い
る
（
図
3
）
。
男
の
旅
姿
に
対
し
て
、
女
は
ま

だ
全
く
何
の
用
意
も
で
き
て
い
な
い
。
舞
妓
は
正
装
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
仲
居

に
寄
り
添
う
舞
妓
よ
り
も
豪
華
な
装
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
の
肩
に
頬
を
よ

せ
、
男
と
固
く
手
を
結
ん
だ
姿
は
、
明
ら
か
に
男
に
従
う
意
志
を
現
わ
し
て
い

る
。
男
と
女
の
固
く
結
ば
れ
た
手
は
、
仲
居
と
舞
妓
の
眼
に
は
映
ら
な
い
。

「
小
督
」
の
画
面
を
見
る
人
に
だ
け
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
信
号
で
あ
る
。

こ
の
二
人
は
ど
う
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
男
は
女
を

連
れ
て
旅
立
つ
外
は
な
い
。
そ
れ
は
駆
け
落
ち
で
あ
る
。
こ
の
今
と
い
う
時
か

ら
旅
立
ち
、
未
来
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
二
二
で
あ
る
。
舞
妓
と
い
う
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
二
人
の
舞
妓
は
人
生
を
自
分
の
手
で
選
択
す
る
事
が
で
き
る
も

の
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
選
択
の
結
果
は
、
余
り
に
大

き
な
隔
た
り
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
舞
妓
に
は
生
き
る
選
択
の
余
地
は
残
さ

れ
て
い
な
い
と
判
っ
て
い
て
も
、
な
を
選
択
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
は
、
正
に

黒
田
の
意
志
で
あ
る
。
言
い
換
え
て
み
れ
ば
、
黒
田
は
こ
の
駆
け
落
ち
を
決
意

す
る
男
と
舞
妓
に
、
黒
田
自
身
の
選
択
す
べ
き
（
で
あ
っ
た
）
道
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
を
示
し
つ
つ
、
5
に
記
し
た
よ
う
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に
晩
秋
の
夕
暮
れ
時
を
過
ご
し
て
い
く
。
秋
の
夕
暮
れ
は
全
て
に
物
悲
し
い
。

画
面
手
前
の
焚
き
火
は
そ
の
煙
を
薄
く
し
、
風
が
出
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
、
左

に
棚
引
い
て
い
る
。
西
に
傾
く
薄
煙
で
あ
る
。
背
景
に
大
き
く
構
え
る
木
は
、

す
っ
か
り
葉
を
落
と
し
て
い
る
。
木
の
葉
を
掻
き
集
め
る
竹
箒
は
、
横
た
わ
っ

た
ま
ま
で
あ
り
、
も
う
集
め
て
焚
く
べ
き
落
ち
葉
は
な
い
。
左
手
の
山
稜
に
は

薄
く
夕
焼
け
が
残
っ
て
い
る
。

　
こ
の
悲
し
さ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
生
へ
の
深
い

憂
い
で
あ
る
。
勇
気
を
奮
い
起
こ
し
て
駆
け
落
ち
を
す
る
男
と
女
に
も
、
明
る

い
未
来
は
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
駆
け
落
ち
ば
、
こ
の
世
に
お
い
て
選
択

の
出
来
る
最
も
輝
か
し
い
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
愛
は
駆
け
落
ち
と
い
う

現
実
に
お
い
て
完
結
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
、
ノ
ウ
で
あ
る
。

　
黒
田
は
な
ぜ
「
小
督
」
に
か
く
も
深
き
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
一
章
　
　
「
小
督
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
「
小
督
」
を
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
次
の
久
米
の
言
が

要
を
得
て
い
る
。

　
「
あ
る
日
の
こ
と
清
水
の
先
の
清
閑
寺
の
方
へ
登
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た

ら
そ
こ
に
は
高
倉
天
皇
の
御
陵
が
あ
り
小
督
の
墓
が
あ
っ
た
。
こ
の
小
督
の
墓

と
い
う
の
も
方
々
に
あ
り
ま
す
が
高
倉
天
皇
の
御
陵
の
傍
に
も
塚
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
ま
た
清
閑
寺
に
は
月
照
と
西
郷
が
隠
れ
て
お
っ
た
庵
室
が
あ
り
ま

’

す
。
余
程
面
白
い
の
で
す
。
ま
る
で
荒
屋
み
た
い
で
秋
の
景
色
が
非
常
に
気
持

ち
が
好
い
。
そ
れ
で
今
の
月
照
の
何
と
か
い
う
庵
室
の
番
人
を
し
て
い
る
坊
さ

ん
が
気
持
よ
か
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
が
ま
た
非
常
に
面
白
い
経
歴
が
あ
る
人
だ
。

そ
れ
と
小
骨
を
連
想
し
た
と
見
え
て
遊
ん
で
歩
い
て
い
る
舞
妓
な
ん
か
が
坊
さ

ん
の
話
を
聞
い
て
い
る
図
が
で
き
た
の
だ
。
ち
ょ
っ
と
感
じ
が
面
白
い
。
あ
れ

で
ま
あ
黒
田
が
デ
ッ
サ
ン
に
あ
れ
だ
け
骨
を
折
っ
た
も
の
は
な
い
位
の
沢
山
の

習
作
を
や
っ
た
の
だ
ね
。
」
　
（
注
9
）
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
言
を
他
の
場
所

に
お
い
て
も
久
米
は
発
言
し
て
お
り
、
黒
田
も
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
お

り
（
注
1
0
）
、
　
「
小
言
」
が
発
想
さ
れ
た
状
況
は
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
ア
、
秋
の
清
閑
寺
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

　
イ
、
小
言
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
。

　
ウ
、
月
照
と
西
郷
と
の
事
件
が
色
を
添
え
て
い
る
こ
と
。

　
エ
、
同
じ
く
庵
室
の
僧
侶
の
経
歴
に
精
彩
が
あ
り
、
一
層
の
興
を
そ
そ
ら
れ

　
　
た
こ
と
。

　
こ
の
中
で
、
エ
に
つ
い
て
は
、
面
白
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
の

詳
細
を
知
る
手
が
か
り
は
、
黒
田
の
言
に
「
そ
の
経
歴
が
お
も
し
ろ
く
」
、
親

子
で
住
ま
っ
て
居
た
こ
と
（
注
1
0
の
発
言
に
よ
る
）
程
度
の
こ
と
し
か
判
ら
な

い
の
で
、
除
外
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
ア
と
イ
の
関
係
か
ら
は
、
秋
を
背
景
に
し
て
小
督
の
物
語
が
展
開
し
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て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
に
ウ
と
し
た
月
照
と
西
郷
の
事
件
が
重
な
り
合
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
初
め
に
問
題
と
な
る
小
野
の
物
語
と
は
『
平
家
物
語
』
に
よ
る
も
の

と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
督
の
事
に
関
し
て
は
、
森
鵬
外
も

「
こ
は
数
年
前
作
者
が
西
京
に
あ
り
け
る
頃
、
妓
を
携
へ
て
清
閑
寺
に
遊
び
、

寺
僧
に
小
督
局
の
昔
語
を
聞
き
し
ょ
り
想
ひ
起
し
し
と
こ
ろ
な
る
を
、
某
公
の

懲
愚
に
依
り
て
去
年
よ
り
筆
を
着
け
た
る
も
の
に
て
云
々
」
　
（
注
1
1
）
と
語
っ

て
お
り
、
当
時
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
某
公
と
言

う
の
は
西
園
寺
公
望
の
こ
と
で
あ
り
、
黒
田
の
絵
画
は
依
頼
に
よ
る
作
製
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注
1
2
）
。

　
さ
て
、
小
乱
に
つ
い
て
は
、
最
も
流
布
し
て
い
た
十
二
巻
本
『
平
家
物
語
』

の
巻
六
に
よ
れ
ば
、
そ
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
中
納
言
成
範
の
娘
小
督
は
高
倉
天
皇
の
寵
愛
を
う
け
る
。
こ
れ
を
不
快
に
思

う
清
盛
の
心
を
察
し
た
小
智
は
、
嵯
峨
野
に
隠
れ
住
む
。
天
皇
の
命
を
受
け
た

仲
国
は
小
督
の
弾
く
琴
の
音
を
頼
り
に
小
臣
を
探
し
出
し
、
御
所
に
連
れ
帰
る
。

一
年
後
、
姫
君
を
生
ん
だ
監
督
は
、
清
盛
の
怒
り
に
触
れ
、
再
び
嵯
峨
野
に
赴

き
出
家
す
る
。
こ
の
報
を
耳
に
し
た
天
皇
は
失
意
の
う
ち
に
崩
御
す
る
。

　
こ
の
ス
ト
ウ
リ
イ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
う
り
、
一
枚
の
絵
画
の
中
に
こ
の
内

容
が
す
べ
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
「
小
督
」

に
は
、
笛
を
吹
く
僧
侶
の
周
り
に
一
組
の
男
女
と
二
人
の
女
性
、
そ
れ
に
一
人

の
少
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
僧
侶
の
笛
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
小
督

を
め
ぐ
る
恋
の
物
語
は
終
わ
り
、
そ
の
余
韻
に
浸
る
時
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
　
『
平
家
物
語
』
が
語
る
小
督
の
話
と
は
、
小
督
が
強
い
権
力
（
こ

の
場
合
、
天
皇
を
上
回
る
権
力
を
握
っ
て
い
た
清
盛
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
恋
を

引
き
裂
か
れ
た
と
い
う
別
れ
の
恋
で
あ
り
、
　
「
小
督
」
は
そ
れ
へ
の
恋
慕
の
情

を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
黒
田
は
、
こ
の
別
れ
の
恋
を
主
眼
と

し
て
、
　
「
小
事
」
の
発
想
を
得
た
と
し
て
も
、
な
を
僧
侶
が
笛
を
吹
く
形
は
浮

か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
を
、
先
の
中
江
氏
等
の
論
の
よ
う
に
、
シ
ャ
バ

ン
ヌ
の
「
休
息
」
図
他
に
お
け
る
、
人
々
に
物
語
る
老
人
図
か
ら
の
借
用
と
見

る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
語
り
人

を
、
老
人
か
ら
僧
侶
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
つ
の
黒
田
の
意
図
が
あ

る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
平
家
物
語
』
を
直
接
の
原
典
と
す
る

の
で
は
な
く
、
　
『
平
家
物
語
』
に
よ
っ
て
変
相
さ
れ
た
謡
曲
「
小
雨
」
に
依
拠

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
謡
曲
「
小
室
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
高
倉
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
る
小
督
が
、
嵯
峨
野
に
隠
れ
住
む
と
い
う
次
第
ま
で

は
『
平
家
物
語
』
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
嵯
峨
野
に
小
督
を
訪
ね
た
三
国
は
、

天
皇
の
親
書
を
小
型
に
渡
す
。
し
か
し
、
小
遣
は
共
に
帰
る
こ
と
を
拒
み
、
こ

こ
に
別
れ
の
宴
を
開
く
。
仲
国
は
『
源
氏
物
語
』
に
典
拠
を
持
つ
”
木
枯
ら
し

に
吹
き
あ
は
す
め
る
笛
の
音
を
引
き
留
む
べ
き
言
の
葉
も
な
し
“
の
歌
に
合
わ
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せ
て
笛
を
吹
き
別
れ
を
惜
し
み
、
帰
還
す
る
。

　
謡
曲
「
小
督
」
は
『
平
家
物
語
』
が
語
る
後
半
部
分
を
全
く
除
い
て
し
ま
い
、

悲
し
み
に
暮
れ
る
小
督
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。
別
れ
を
引
き
止
め
る
術
は
な

く
、
秋
風
の
寒
く
吹
き
ゆ
く
中
、
笛
の
音
に
合
わ
せ
て
別
れ
の
宴
は
搦
搦
と
展

開
し
て
い
く
。

　
秋
風
の
中
に
僧
侶
が
笛
を
吹
く
趣
向
は
、
謡
曲
「
小
舞
」
か
ら
得
ら
れ
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
語
り
の
人
物
が
僧
侶
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
謡
曲
に
常
用
さ
れ
る
諸
国
一
見
の
僧
侶
が
一
役
買
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
諸
国
一
見
の
僧
と
は
、
国
々
を
巡
り
歩
き
、
浮
遊
す
る
魂
の
救
済
を

業
と
す
る
者
で
あ
る
（
注
1
3
）
。
そ
れ
は
、
戯
曲
の
狂
言
廻
し
の
役
目
を
担
い

つ
つ
、
一
編
の
物
語
の
骨
格
を
も
形
成
す
る
立
場
に
あ
る
。
謡
曲
に
少
し
で
も

通
じ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
語
り
の
僧
を
画
中
に
設
定
す
る
こ
と
は
極

め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
田
の
場
合
、
そ
れ
は
通
暁
し

て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。
三
輪
英
夫
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
　
「
黒

田
の
僚
友
久
米
桂
一
郎
が
芝
の
能
楽
堂
再
建
に
尽
力
し
た
久
米
邦
武
を
父
に
も

ち
、
少
年
時
代
か
ら
能
に
親
し
み
能
を
楽
し
ん
で
い
た
」
黒
田
の
素
養
が
第
一

に
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
素
養
を
基
に
、
パ
リ
滞
在
中
に
は
謡
曲
「
朝
顔
」

を
振
っ
た
余
興
を
も
行
っ
て
い
る
（
注
1
4
）
。
更
に
、
黒
田
の
謡
曲
へ
の
関
心

を
示
す
画
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は

『
黒
田
清
輝
素
描
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
、
　
「
8
9
能
楽
絵
葉
書
画
稿
（
4
枚
）
」

で
あ
る
（
注
1
5
）
。
図
4
に
見
ら
れ
る
と
う
り
、
上
下
二
段
に
別
れ
た
上
段
に

は
三
枚
の
女
装
束
の
図
柄
を
横
に
並
べ
、
下
段
の
中
央
に
は
笹
の
葉
だ
け
が
描

か
れ
た
一
枚
が
あ
り
、
こ
れ
で
四
枚
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
上
段
三
枚
の

内
、
第
一
枚
目
に
は
、
市
女
笠
を
手
に
し
た
右
向
き
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

背
景
に
は
川
に
浮
ぶ
船
が
あ
り
、
川
岸
に
は
二
本
の
木
が
あ
る
。
こ
の
川
辺
に

立
つ
旅
姿
の
女
性
は
、
　
「
隅
田
川
」
の
主
人
公
、
我
が
子
を
尋
ね
狂
乱
す
る
母

親
で
あ
る
。
第
二
枚
目
は
木
の
枝
を
肩
に
し
て
後
ろ
向
き
と
な
っ
て
い
る
。
背

景
に
は
左
側
に
御
所
車
を
お
き
、
中
央
の
参
道
に
は
二
人
の
女
性
が
歩
い
て
い

る
。
こ
れ
は
「
野
々
宮
」
に
登
場
す
る
、
賀
茂
社
頭
で
言
上
と
車
争
い
を
し
怨

霊
と
化
す
六
条
御
息
所
で
あ
る
。
第
三
枚
目
は
花
篭
を
手
に
し
て
右
向
き
と
な

っ
て
い
る
。
背
景
に
は
、
二
三
人
の
旅
人
と
数
本
の
雑
木
の
立
つ
野
原
が
広
が

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
花
籠
」
の
主
人
公
、
皇
子
を
慕
う
余
り
狂
う
照
日
の
前

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
枚
に
描
か
れ
た
女
性
は
、
何
れ
も
我
が
思
う
入
の
た
め
に

狂
い
興
じ
る
哀
し
い
運
命
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
第
二
段
目

の
笹
の
葉
の
一
枚
の
絵
は
、
極
め
て
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
狂
女
が
笹
の
葉
を
持
つ
の
は
「
賀
茂
物
狂
」
の
主
人
公
で
あ
る
。
こ
れ

は
上
段
中
央
の
絵
の
「
野
々
宮
」
の
舞
台
が
賀
茂
の
社
頭
で
あ
る
こ
と
を
受
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
賀
茂
神
社
を
舞
台
に
し
て
、
狂
う
女
の
持
つ
笹

の
葉
に
よ
っ
て
、
狂
い
そ
の
も
の
を
現
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
上
段
三

枚
の
絵
は
、
中
央
に
嫉
妬
に
燃
え
狂
う
女
を
後
ろ
向
き
に
配
置
し
、
こ
れ
に
対
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し
て
左
右
両
面
か
ら
、
子
供
へ
の
愛
に
狂
う
女
と
身
分
違
い
の
愛
に
狂
う
女
と

を
相
向
き
合
う
形
に
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黒
田
が
「
智
・
感
・
情
」

に
お
い
て
、
三
様
の
ポ
ー
ズ
を
採
る
三
人
の
女
性
を
配
し
て
画
面
構
成
を
し
た

こ
と
と
相
通
じ
て
い
る
。
人
間
の
心
情
を
三
態
に
分
類
し
た
よ
う
に
、
愛
を
女

の
狂
い
の
三
態
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
笹
の
葉
図
一
枚
を
配
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
象
徴
的
手
法
に
よ
っ
て
、
最
も
良
く
現
わ
し
た
の

で
あ
る
。
四
枚
を
一
組
に
し
て
描
い
た
絵
葉
書
画
稿
は
、
愛
の
た
め
に
狂
う
女

の
姿
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
言
え
ば
、
愛
は
狂
気
の
形
を
採
る
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
画
稿
は
、
そ
の
制
作
年
代
が
不
明
と
は
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
黒
田
が
数
多
く
の
謡
曲
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
良
く
示
し
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
謡
曲
の
中
か
ら
一
つ
の
主
題
を
選
び
、
そ
れ
を
主
張
す
る
に
十

分
な
意
志
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
主
張
は
「
小
石
」
の
主
題
に
も
相
通
ず
る
も

の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
先
に
残
し
た
ウ
の
月
雪
と
西
郷
隆
盛
と
の
事
件
は
、
　
「
小
吉
」
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
月
琴
と
西
郷
の
関
係
は
、
幕
末
期
の
時
代
を
示
す
著
名
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

尊
王
捜
夷
を
唱
え
る
月
照
は
、
西
郷
等
と
手
を
結
び
、
幕
府
に
追
わ
れ
る
身
と

な
る
や
薩
摩
に
逃
れ
る
。
最
後
、
隆
盛
等
と
入
水
す
る
も
日
照
の
み
が
死
に
至

っ
た
。
こ
の
事
件
は
維
新
後
も
人
々
の
記
憶
に
生
々
し
く
あ
り
、
た
と
え
ば
明

治
一
五
年
八
月
の
「
新
体
詩
歌
第
＝
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
（
注

1
6
）
。

　
　
「
月
照
僧
の
入
水
を
い
た
み
て
読
め
る
歌
」
と
題
し
て
、
平
野
次
郎
国
臣
は

「
花
の
都
も
秋
は
猶
。
夕
ふ
べ
淋
し
き
風
情
な
り
、
名
は
流
れ
た
る
清
水
や
。

落
ち
来
る
滝
の
乙
羽
山
」
と
、
秋
の
夕
べ
の
京
を
思
い
果
た
せ
ぬ
ま
ま
筑
紫
に

落
ち
行
き
、
遂
に
薩
摩
の
沖
に
身
を
投
げ
る
次
第
を
叙
し
て
「
猶
東
雲
の
明
け

鴉
、
な
く
よ
り
外
は
な
か
り
け
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
日
照
の
死
は
、
主
義
主

張
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
人
生
の
悲
痛
な
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
産
霊
の
事
件
も
ま
た
、
一
つ
の
悲
劇
な
の
で
あ
る
。

月
白
と
西
郷
と
が
、
一
時
そ
の
身
を
隠
し
て
い
た
と
伝
承
さ
れ
る
寺
に
奇
し
く

も
巡
り
合
わ
せ
た
黒
田
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
人
生
の
有
り
様
を
、
友
愛
の
持
つ
悲

痛
さ
を
月
照
に
見
、
そ
れ
は
小
督
の
悲
劇
に
通
じ
て
い
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
一
方
に
お
い
て
、
黒
田
の
西
郷
へ
の
共
感
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
黒
田
の
出
身
が
薩
摩
で
あ
る
と
い
う
同
郷
意
識
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
、
次
章
に
述
べ
る
一
つ
の
時
代
の
動
向
に
も
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

明
治
維
新
期
に
あ
っ
て
は
、
西
郷
は
逆
賊
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、

二
十
年
代
の
天
皇
制
復
活
の
中
に
あ
っ
て
は
、
明
ら
か
に
新
し
い
英
雄
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
明
治
二
八
年
に
、
与
謝
野
鉄
幹
は
、
　
「
祭
南
州
先
生
」

と
題
し
て
（
『
東
西
南
北
』
所
収
、
二
八
年
八
月
作
）
西
郷
へ
の
讃
美
を
高
ら

か
に
謳
い
あ
げ
て
い
る
（
注
1
7
）
。
日
清
戦
争
を
契
機
と
す
る
時
代
の
高
ま
り

を
割
り
引
い
て
み
て
も
、
鉄
幹
の
言
う
「
大
和
男
児
」
の
意
気
は
示
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
裏
返
し
て
言
え
ば
、
男
の
生
き
方
は

愛
の
中
に
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
黒
田
は
、
男
と
し
て
愛
す
る
人
を
失
っ

て
し
ま
う
事
の
悲
痛
さ
を
西
郷
に
見
た
の
で
あ
る
。
　
『
黒
田
清
輝
素
描
集
』
に

は
、
一
九
　
六
年
の
作
と
し
て
、
西
郷
隆
盛
の
像
（
図
5
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
単
な
る
偶
然
と
は
言
い
得
ず
、
　
「
小
葉
」
の
主
題
の
延
長
線
上
に
あ
る

も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
　
「
小
頭
」
を
着
想
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
謡
曲
の
小
督
、

そ
れ
と
月
照
と
西
郷
の
事
件
の
二
つ
の
事
柄
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
女
性
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
小
督
で
あ
り
、
男
性
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
西
郷
の
心
境
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
何
れ
の
事
件
も
、
個
人

の
力
の
範
囲
を
超
え
た
所
に
お
い
て
悲
し
い
結
末
を
迎
え
る
人
生
模
様
で
あ
っ

た
。

　
洋
行
帰
り
間
も
な
い
黒
田
の
心
を
捉
え
た
こ
の
悲
し
み
は
、
更
に
黒
田
の
深

層
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
先
の
滞
仏
中
の
発
想
に
関

わ
る
問
題
と
さ
れ
る
恋
愛
事
件
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
を
ま
た
「
昔
語
り
」
と
し
て
発
表
で
き
る
日
本
の
時
代
動
向
に
あ
る
と

見
た
と
き
、
一
幅
の
絵
画
は
時
代
に
生
き
る
絵
画
と
し
て
重
要
な
意
味
合
い
を

持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

時
代
と
個
人
と

　
時
代
の
動
向
と
は
、
歴
史
的
事
柄
を
題
材
と
し
て
時
代
を
表
現
す
る
こ
と
が

が
求
め
ら
れ
て
い
た
明
治
二
十
年
代
の
流
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
日
本
は
、
近
代
の
意
味
を
ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
に
学
び
、
そ
れ
を
着
々
と
実
現
し
つ

つ
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
見
え
て
来
た
物
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
日
本
、
過

去
の
偉
大
な
事
実
の
中
に
位
置
づ
け
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
政
治
的
な
事
柄
で
語
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
文
芸
の
範
囲
で
語
れ

ば
、
記
紀
を
初
め
と
す
る
歴
史
物
語
の
中
に
そ
の
意
味
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
絵
画
に
お
い
て
も
、
文
学
に
お
い
て
も
、
所
謂
歴
史
認
識
に
関
す
る

論
争
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
『
平
家
物
語
』
は
、
重
い
位
置
づ
け
を
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
二
年
に
山
田
美
妙
が
『
平
家
物
語
』
に
題
材
を
採
っ
た
「
胡
蝶
」
を

著
わ
し
、
平
家
武
者
の
恋
物
語
を
謳
っ
た
。
同
じ
年
に
、
森
鵬
外
は
「
於
母
影
」

に
お
い
て
、
　
「
鬼
界
島
」
と
題
し
て
俊
寛
の
悲
劇
を
天
地
有
情
と
嘆
じ
た
。
右

田
寅
彦
「
平
家
姫
小
松
」
な
ど
の
物
語
も
、
次
々
に
書
か
れ
て
い
る
。
小
督
の

話
に
関
し
て
見
て
も
、
明
治
一
六
年
の
「
新
体
詩
歌
」
第
二
集
に
は
、
　
「
小
口

歌
」
と
題
し
て
先
の
謡
曲
と
同
じ
く
小
督
の
別
れ
に
主
眼
を
置
い
た
歌
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
（
注
1
8
）
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
明
治
二
六
年
九
月
に
は
読

売
新
聞
が
懸
賞
金
付
き
で
歴
史
小
説
を
募
集
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
趣
意
書
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に
は
”
現
今
求
め
ら
れ
て
い
る
物
は
歴
史
認
識
な
り
鰯
と
先
ず
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
二
等
（
一
等
該
当
作
な
し
）
当
選
し
た
の
が
、
高
山
樗
牛
作
の
「
滝
口

入
道
」
で
あ
っ
た
。
平
家
の
滅
亡
を
滝
口
入
道
の
眼
か
ら
描
き
、
新
し
い
平
家

の
英
雄
像
を
創
り
上
げ
た
。
樗
牛
は
、
後
「
平
家
雑
感
」
等
を
著
わ
し
、
平
家

の
群
像
を
新
し
い
英
雄
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
（
注
1
9
）
。

ま
た
、
樗
牛
は
小
説
と
絵
画
と
の
関
連
に
も
積
極
的
に
発
言
し
、
明
治
二
九
年

に
は
「
現
今
の
絵
画
に
歴
史
画
の
欠
乏
せ
る
ご
と
く
、
現
今
の
小
説
界
は
歴
史

小
説
に
貧
し
、
こ
れ
何
が
為
そ
や
。
思
う
に
当
今
の
人
、
新
奇
の
想
を
求
る
に

急
に
し
て
、
回
顧
の
精
神
を
挑
臥
す
る
の
暇
な
き
に
よ
る
か
。
人
は
現
在
に
於

い
て
の
み
生
活
し
得
る
も
の
に
非
ず
。
　
（
略
）
歴
史
に
現
は
れ
た
る
国
民
的
性

格
は
、
吾
人
の
根
本
的
自
我
を
造
る
も
の
な
り
。
」
と
発
言
し
て
い
た
（
注

2
0
）
。
近
代
の
自
我
が
形
成
さ
れ
る
中
に
、
歴
史
を
認
識
す
る
の
必
要
性
が
説

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
日
清
戦
争
を
境
と
し
て
近
代
国
家
と
し
て
成
長
を
続
け
る
日
本

人
の
姿
が
あ
っ
た
。

　
黒
田
の
眼
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
書
い
た
と
す
る
『
平
家
物
語
』

な
ど
を
挺
子
と
し
て
、
近
代
を
装
う
時
代
の
動
向
が
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

黒
田
に
一
幅
の
絵
画
を
所
望
し
た
西
園
寺
の
目
的
に
も
、
こ
の
時
代
と
し
て
の

要
請
の
意
識
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
先
の
西
郷
隆
盛
に
関
す
る
事
件
も

歴
史
的
事
実
と
し
て
見
た
と
き
、
同
次
元
の
こ
と
と
し
て
語
れ
る
も
の
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
は
、
　
『
平
家
物
語
』
に
題
材
を
採
っ
た
形
の
「
小
督
」

を
、
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
黒
田
を
取
り
巻
く
こ
の

よ
う
な
外
的
な
状
況
は
、
も
う
一
方
の
黒
田
の
留
学
期
に
生
じ
た
恋
愛
感
情
を

助
長
さ
せ
る
も
の
と
し
て
働
い
た
の
で
あ
る
。

　
黒
田
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
の
女
性
関
係
に
つ
い
て
、
黒
田
の
仲
間
で
あ
っ
た

久
米
等
数
人
は
、
次
の
よ
う
な
追
憶
対
談
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
佐
野
「
あ
の
女
が
千
九
百
年
に
パ
リ
で
黒
田
の
ア
ト
リ
エ
で
泣
い
て
い
た
。

　
　
　
　
そ
れ
で
俺
が
遠
慮
し
て
外
に
出
よ
う
と
す
る
と
、
黒
田
が
お
前
が
い

　
　
　
　
な
く
て
は
困
る
か
ら
い
て
く
れ
う
と
い
う
の
だ
。
」

　
久
米
「
夫
婦
約
束
位
は
し
て
い
る
よ
。
」

　
合
田
「
そ
れ
が
疑
問
で
、
か
ん
が
え
た
よ
。
」

　
和
田
「
僕
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
だ
と
お
も
っ
て
い
る
。
」

　
久
米
「
と
っ
く
に
話
を
し
て
お
り
そ
う
な
も
の
だ
。
」

和
田
「
約
束
は
し
た
ろ
う
が
プ
ラ
テ
イ
ッ
ク
で
は
な
い
な
。
」

久
米
「
プ
ラ
テ
イ
ッ
ク
も
幾
ら
か
あ
る
よ
。
あ
の
女
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
で
置

　
　
　
　
く
も
の
か
、
田
舎
の
多
血
な
大
き
な
女
だ
も
の
。
こ
っ
ち
は
プ
ラ
ト

　
　
　
　
ニ
ッ
タ
に
し
た
い
が
向
こ
う
は
プ
ラ
テ
イ
ッ
ク
で
い
た
い
ん
だ
。
」

合
田
「
（
妻
と
は
）
ど
う
し
て
も
一
緒
に
い
れ
な
い
。
つ
ま
り
昔
で
い
う
と

　
　
　
　
性
が
合
わ
な
い
の
だ
。
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
他
の
家
な
ら
立
派
な



11黒田清輝「昔語り」の語ること

　
　
　
　
者
だ
と
言
う
。
西
洋
か
ら
帰
り
た
て
で
は
気
に
会
う
人
は
あ
り
ま
せ

　
　
　
　
ん
よ
。
豚
屋
の
娘
で
も
連
れ
て
こ
な
く
て
は
駄
目
だ
。
」
　
（
注
2
1
）

　
こ
こ
に
も
幾
つ
か
の
興
味
深
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
が
、
取
り
敢
え
ず
肝
心

な
女
性
問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
こ
う
。

　
こ
の
追
憶
談
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
マ
リ
ア
・
ビ
ヨ
ー
で
あ
る
。
黒

田
の
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
に
、
し
ば
し
ば
モ
デ
ル
と
な
り
、
　
「
読
書
」
　
「
婦
人
図

（
厨
房
）
」
な
ど
に
描
か
れ
た
少
女
で
あ
る
。
二
年
余
に
わ
た
っ
て
生
活
の
面

倒
を
見
、
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
黒
田
を
支
え
た
マ
リ
ア
は
、
佐
野
の
話
に
よ
れ

ば
千
九
百
年
の
黒
田
の
再
渡
仏
の
際
に
は
、
黒
田
の
ア
ト
リ
エ
で
泣
い
て
い
た

と
い
う
。
初
め
、
黒
田
は
「
わ
た
し
の
え
の
て
ほ
ん
に
な
っ
て
く
れ
を
つ
た
こ

こ
の
む
ら
の
む
す
め
が
ち
か
ち
か
の
う
ち
に
よ
め
い
り
を
す
る
そ
う
で
す
」

（
注
2
2
）
と
、
実
家
に
女
の
結
婚
が
近
い
こ
と
を
も
伝
え
て
い
る
。
そ
の
女
性

が
黒
田
の
前
で
泣
い
て
い
た
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
久
米
等

の
談
話
の
実
態
な
ど
に
疑
問
を
抱
い
た
平
川
祐
弘
氏
は
、
そ
の
後
の
ビ
ヨ
ー
を

調
べ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
黒
田
が
マ
リ
ア
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
期
間
は
一

八
九
〇
～
一
八
九
二
年
、
即
ち
、
清
輝
が
2
4
才
か
ら
2
6
才
、
マ
リ
ア
が
2
0
才
か

ら
2
2
才
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ビ
ヨ
ー
の
結
婚
は
5
4
才
の
段
階
で
婚
姻
届
が

出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
芳
賀
徹
氏
は
「
婦

人
図
（
厨
房
）
」
に
お
け
る
マ
リ
ア
の
肩
に
か
け
ら
れ
た
男
物
の
服
は
、
黒
田

の
日
常
衣
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
　
「
肉
体
的
に
も
相
当
に
親
密
な
関

係
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
」
と
考
え
て
い
る
（
注
2
3
）
。
こ
れ
ら
の
状
況
証

拠
を
総
合
し
て
い
け
ば
、
二
人
は
深
い
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
黒
田
の
身
分
と
「
豚
屋
の
む
す
め
」
と
評
さ
れ
る
二
人

は
到
底
結
ば
れ
な
い
運
命
に
あ
る
。
そ
の
定
め
を
自
覚
し
た
と
き
、
黒
田
の
心

に
は
こ
の
哀
し
み
を
絵
の
世
界
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
の

で
あ
る
。

　
さ
き
に
、
黒
田
の
描
い
た
謡
曲
の
絵
葉
書
画
稿
を
通
し
て
、
愛
は
狂
気
に
お

い
て
の
み
存
在
の
意
味
を
持
つ
こ
と
を
考
え
た
。
こ
れ
は
、
明
治
の
文
学
が
追

い
か
け
た
主
題
で
も
あ
っ
た
。
後
に
、
漱
石
は
『
行
人
』
で
言
う
。
愛
を
通
し

て
最
後
に
到
達
す
る
と
こ
ろ
は
、
死
ぬ
こ
と
か
、
神
に
な
る
こ
と
か
、
そ
し
て

狂
う
こ
と
か
の
三
つ
し
か
な
い
と
。

　
黒
田
は
「
小
忌
」
に
、
こ
の
暗
い
深
淵
の
問
題
を
答
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
は
、
黒
田
に
充
分
の
時
間
を
与
え
な
か
っ
た
。
こ
の

重
荷
を
背
負
っ
て
日
清
戦
争
に
従
軍
記
者
と
し
て
出
か
け
た
。
出
立
に
際
し
て
、

大
切
な
も
の
は
皆
、
合
田
に
預
け
た
と
言
う
。
ど
こ
か
で
死
を
意
識
し
て
い
た

と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
（
注
2
4
）
。
し
か
し
、
戦
争
か
ら
は
無
事
帰
還
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
死
を
身
近
な
も
の
と
し
て
体
験
し
た
結
果
、
黒
田
に
は
新
し

い
世
界
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
死
を
通
し
て
愛
が
見
え
た
の
で
あ
る
。
時

の
流
れ
の
中
で
、
愛
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
。
そ
の
情
熱
が
再
び
「
小
督
」

の
筆
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
　
「
昔
語
り
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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焼
失
の
憂
き
目
に
遭
う
「
昔
語
り
」
は
、
今
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
を
実
見
で
き
た
人
々
や
、
写
真
版
に
よ
っ
て
考
察
し
た
人
々
は
、
一

様
に
そ
の
明
る
さ
へ
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
背
景
の
山
に
主
色
が
強
め
ら

れ
全
体
の
色
彩
が
明
る
み
を
増
し
た
こ
と
、
遠
く
に
あ
っ
た
自
然
は
前
面
に
強

く
で
て
き
て
平
面
的
な
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
、
中
央
の
大
木
が
消
え
右
手
に
潅

木
が
描
か
れ
自
然
と
の
調
和
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
（
注
2
5
）
。

お
わ
り
に

　
黒
田
は
、
生
き
て
行
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
神
に
も
な
ら
ず
、
狂
気
に
も

な
ら
ず
に
。
そ
う
決
意
し
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
悲
劇
は
小
鼠
の
形
を
借
り

て
、
昔
の
出
来
事
と
し
て
語
る
こ
と
の
出
来
る
「
物
語
」
へ
と
確
実
に
変
貌
し

た
の
で
あ
る
。
　
「
小
前
」
の
下
書
き
・
画
稿
を
初
め
て
出
展
し
た
と
き
に
も
、

「
む
か
し
が
た
り
」
と
題
は
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
制
作
課
程

に
お
い
て
は
、
専
ら
”
小
督
“
と
呼
ん
で
い
る
（
注
2
6
）
。
ま
だ
「
昔
語
り
」

と
言
う
に
は
拘
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
戦
争
の
体
験
を
経
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
　
「
昔
語
り
」
と
し
て
描
き
上
げ
る
決
断
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
今
は

も
う
昔
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
と
語
る
、
　
「
物
語
」
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
　
『
伊
勢
物
語
』
を
初
め
と
す
る
日
本
の
物
語
の
伝
統
の
中
に
、
歴

史
の
中
に
生
き
て
い
る
自
分
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
我
一
人
の
体
験
は
、
広

く
人
々
の
共
感
を
呼
び
、
語
る
に
足
り
る
こ
と
へ
の
認
識
へ
と
転
化
し
た
の
で

あ
る
。
旅
姿
の
男
に
賭
け
た
黒
田
の
人
生
は
、
駆
け
落
ち
へ
の
第
一
歩
で
、
ふ

と
止
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
過
去
、
現
在
、
未
来
の
何
れ
に
重
点
を
置
い
て
も

人
は
生
き
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
未
来
に
賭
け
る
駆
け
落
ち
に

も
、
幾
分
か
の
明
る
さ
は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
止
め
て
み
た
】
歩
は
、
本
当
に
明
る
い
方
向
へ
踏
み
出
す
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
小
筆
」
に
秘
め
ら
れ
た
恋
の
重
荷
は
、
澱
の
ご

と
く
、
黒
田
の
中
に
沈
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
昔
語
り
」
を
完
成

す
る
ま
で
の
間
に
描
か
れ
る
著
名
な
「
湖
畔
」
に
は
、
既
に
そ
の
澱
が
心
の
亀

裂
か
ら
覗
い
て
い
る
。
画
面
｝
杯
に
描
か
れ
る
湖
と
、
そ
の
畔
に
腰
掛
け
る
女

性
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
遠
く
を
見
る
女
性
の
異
国
風
な
大
き
な
眼
、
画
面
に

収
ま
り
き
ら
な
い
そ
の
遠
い
視
線
、
そ
の
遠
く
の
果
て
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
空

が
広
が
っ
て
お
り
、
黒
田
の
哀
し
み
が
漂
っ
て
い
る
。

注1
「
黒
田
清
輝
君
の
芸
術
」
　
（
「
国
民
美
術
」
大
正
＝
二
年
九
月
）
。
　
『
方

　
眼
美
術
論
』
　
（
久
米
桂
一
郎
著
　
中
央
公
論
美
術
出
版
　
昭
和
五
九
年
六

　
月
刊
）
に
所
収
。
久
米
の
こ
う
し
た
発
言
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
私
自
身

　
の
興
味
か
ら
言
え
ば
、
　
「
夏
目
漱
石
と
絵
画
－
裸
体
画
論
争
の
中
で
i
」

　
（
「
人
文
学
論
集
　
第
1
5
集
」
平
成
九
年
一
月
）
を
執
筆
し
た
際
、
久
米
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が
余
り
に
「
昔
語
り
」
を
賞
賛
す
る
理
由
を
、
も
う
少
し
文
学
の
面
か
ら

　
語
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
本
稿
の
執
筆
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

2
「
黒
田
清
輝
作
「
昔
語
り
」
と
ポ
ー
ズ
ー
楽
園
思
想
の
研
究
ニ
ー
」

　
（
「
人
文
学
論
集
　
第
9
・
1
0
集
」
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
　
平
成
三

　
年
三
月
）
。
中
江
氏
の
言
う
手
の
平
を
返
す
ポ
ー
ズ
は
、
　
「
昔
語
り
」
の

　
男
の
形
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
第
一
章
に
述
べ
る
よ
う
に
、

　
男
は
手
を
後
ろ
に
回
し
て
女
と
手
を
組
ん
で
い
る
。
こ
の
変
化
に
こ
そ
黒

　
田
の
工
夫
と
創
意
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
「
黒
田
清
輝
と
構
想
画
一
「
昔
語
り
」
を
中
心
に
一
」
　
（
「
美
術
研
究
第

　
三
百
五
十
号
」
平
成
三
年
三
月
）

4
「
日
本
現
今
の
油
画
に
就
て
」
　
（
「
美
術
新
報
」
明
治
三
六
年
二
月
）
。

　
前
掲
『
方
眼
美
術
論
』
に
所
収
。

5
　
注
3
の
論
文
に
よ
る
。
黒
田
の
徳
義
の
下
絵
に
は
、
　
「
休
息
」
図
な
ど

　
か
ら
想
を
得
た
も
の
と
、
小
督
に
想
を
得
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
厳
密
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
専
門
家
の
眼
を
通
し
て
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
発
想
と
着
手
の

　
問
題
は
改
め
て
論
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
主
眼
と
は
幾
分
か
ず
れ

　
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
立
ち
入
り
は
避
け
て
お
く
。

6
「
洋
画
問
答
」
　
（
『
名
流
平
海
』
大
橋
乙
羽
編
　
明
治
三
二
年
）
。
　
『
絵

　
画
の
将
来
』
　
（
黒
田
清
輝
著
　
中
央
公
論
美
術
出
版
　
昭
和
五
八
年
六
月

　
刊
）
に
所
収
。

7
「
丙
申
秋
季
画
評
」
　
（
「
め
ざ
ま
し
草
」
ま
き
の
十
二
　
明
治
2
9
年
1
2
月
）

8
『
黒
田
清
輝
素
描
集
』
　
（
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
　
日
動
出
版
部

・
昭
和
5
7
年
3
月
刊
）

9
「
黒
田
子
爵
追
懐
談
話
会
」
　
（
「
国
民
美
術
大
正
一
三
年
九
月
」
）
。
前

　
掲
『
絵
画
の
将
来
』
に
所
収
。

10

@
注
6
の
書
に
よ
る
。

11

@
注
7
の
論
評
に
よ
る
。

12

@
西
園
寺
か
ら
は
、
日
清
戦
争
に
従
軍
し
た
こ
と
を
な
に
か
描
く
よ
う
に

　
薦
め
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
　
「
前
か
ら
貯
へ
て
居
る
も
の
が
」
あ
る
と

　
い
っ
て
、
　
「
小
餅
」
に
取
り
か
か
っ
た
こ
と
が
、
注
6
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
小
督
」
が
大
画
面
の
形
を
採
る
こ
と
に
な
る
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
こ

　
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
注
3
の
論
文
の
中
に
、
両
者
に
関
連
す

　
る
書
簡
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

13

@
諸
国
一
見
の
僧
は
、
諸
国
を
巡
り
歩
い
た
い
わ
ゆ
る
廻
国
の
僧
か
ら
発

　
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
歌
枕
を
訪
ね
る
歌
人
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
は

　
風
流
の
僧
を
含
む
一
団
と
な
っ
た
。
名
所
巡
り
の
出
来
な
い
人
に
、
そ
の

　
有
り
様
を
語
り
、
諸
国
に
お
い
て
救
わ
れ
な
い
魂
を
供
養
す
る
鎮
魂
の
歌

　
を
唄
う
人
へ
と
、
役
割
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
小
芋
」
に
描
か
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れ
て
い
る
僧
侶
に
も
、
失
わ
れ
し
も
の
へ
の
鎮
魂
の
意
を
込
め
た
役
割
を

　
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

14

@
注
3
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
余
興
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
悲
恋
が
主
題
で
は

　
な
か
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
興
を
ひ
か
れ
る
考
え
で
あ
る
。

15

@
こ
の
画
稿
に
「
絵
葉
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
幾
分
か
の
疑
問
が

　
生
ず
る
。
一
般
に
市
販
さ
れ
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ

　
の
表
現
す
る
も
の
が
、
余
り
に
強
烈
に
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

16

@
『
日
本
現
代
詩
大
系
　
第
一
巻
』
　
（
河
出
書
房
　
昭
和
二
七
年
十
月
刊
）

　
所
収
に
よ
る
。

17

@
西
郷
を
再
評
価
す
る
動
き
は
様
々
な
面
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
著
名
な

　
徳
富
盆
花
の
『
不
如
帰
』
の
中
に
も
、
両
陛
下
の
御
影
と
共
に
西
郷
の
筆

跡
が
飾
ら
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
　
『
不
如
帰
』
に
は
、
西
郷
と
月
照
の

　
西
下
の
場
面
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
不
如
帰
』
に
、
黒
田
が
日
絵
を

　
描
い
た
の
は
明
治
三
十
三
年
忌
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
黒
田
は
「
老
西
郷
の
肖
像
」
を
残
し
た
床
次
正
精
を
高
く
評
価

　
し
て
い
る
（
「
光
風
」
明
治
三
九
年
一
月
）
。
黒
田
の
養
父
、
黒
田
清
綱

　
の
歌
集
「
詠
歎
歌
集
」
に
も
、
西
郷
を
賛
美
す
る
歌
が
載
っ
て
い
る
。

　
　
西
郷
の
社
会
的
な
復
権
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
黒
田
自
身
の
身

　
近
な
所
で
も
、
西
郷
へ
の
敬
慕
の
念
は
醸
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

18

@
注
1
2
の
書
に
よ
る
。

　
1
9
「
太
陽
」
明
治
三
四
年
四
月
。
　
『
樗
牛
全
集
　
第
三
巻
　
文
芸
及
史
伝
』

　
　
所
収
に
よ
る
。

　
2
0
「
歴
史
画
と
歴
史
小
説
」
明
治
二
九
年
三
月
。
　
『
樗
牛
全
集
　
第
↓
巻

　
　
美
学
及
美
術
史
』
所
収
に
よ
る
。
な
を
、
樗
牛
に
は
、
明
治
二
十
年
代
前

　
　
半
と
後
半
に
お
け
る
、
歴
史
に
関
す
る
文
学
絵
画
論
争
の
異
質
で
あ
る
こ

　
　
と
は
良
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　
2
1
　
注
9
の
「
黒
田
子
爵
追
懐
談
話
会
」
に
よ
る
。

　
2
2
『
黒
田
清
輝
日
記
』
　
（
全
四
巻
　
隈
元
謙
次
郎
編
　
中
央
公
論
美
術
出
版
）

　
　
の
第
↓
巻
に
よ
る
。

　
2
3
『
絵
画
の
領
分
　
近
代
比
較
文
化
史
研
究
』
　
（
朝
日
新
聞
社
　
一
九
九
〇

　
　
年
刊
）
の
「
画
家
の
留
学
　
2
グ
レ
ー
の
哀
歓
」
の
章
。

　
2
4
　
注
3
の
論
文
に
よ
る
。

　
2
5
　
注
6
の
書
に
よ
る
。

　
2
6
　
明
治
三
一
年
八
月
の
久
米
宛
の
書
簡
で
も
「
小
業
の
絵
は
も
う
二
三
日

　
　
や
れ
ば
一
と
通
り
落
成
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
前
掲
『
絵
画
の
将
来
』
所

　
　
収
。

　
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
前
上
（
「
人
文
学
論
集
　
第
1
5
」
掲
載
）
と

同
じ
く
、
美
学
を
専
門
と
す
る
本
学
教
授
中
江
彬
、
同
じ
く
後
期
博
士
課
程
の

富
裕
景
院
生
に
多
く
の
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
私
の
非
才
の
た
め
に
、
そ
れ
ら

を
有
効
に
活
用
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。



15黒田清輝「昔語り」の語ること
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