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要

旨

丹
羽
文
雄
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
品
﹁
鮎
﹂︵
昭
和
七
年
︶
は
︑
幼
い
日
に
別
れ
た
生
母
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
以
来
︑
執
拗
に
母
を
描

き
︑
書
下
ろ
し
作
品
﹃
靑
麥
﹄︵
昭
和
二
八
年
︶
に
よ
っ
て
︑
初
め
て
父
を
本
格
的
に
対
象
と
し
て
描
く
作
品
に
手
を
染
め
た
︒
父
を
凝
視
す
る
こ

と
は
︑
同
時
に
作
家
自
身
の
胸
奥
を
観
察
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
か
れ
は
︑
母
を
︑
そ
し
て
父
を
描
き
な
が
ら
︑
し
だ
い
に
他
力
念
仏
の
親
鸞
の
世

界
に
接
近
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
親
鸞
へ
の
心
寄
せ
は
︑
宗
教
者
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
︑
﹁
人
間
親
鸞
﹂
の
苦
悩
に
対
し
て
で
あ
り
︑
そ
こ
に

丹
羽
文
学
と
し
て
の
﹃
親
鸞
﹄
の
特
色
が
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

丹
羽
文
雄

母
の
い
な
い
さ
び
し
さ

父
と
自
分

﹃
佛
に
ひ
か
れ
て
﹄

﹃
親
鸞
﹄

横お
う

超
ち
ょ
う

の
可
能
性
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は

じ

め

に

母
は
私
の
内
部
に
生
き
て
い
る
︒
父
も
私
の
内
部
に
い
る
︒
と
も
に
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
︒
父
母
の
こ
と
を
誤
解
を
ま
ね
く
ほ
ど
に

露
悪
的
に
書
い
て
き
た
が
︑
父
母
を
語
る
こ
と
は
お
の
れ
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

︵
﹃
佛
に
ひ
か
れ
て

わ
が
心
の
形
成
史
﹄
昭
和
四
六
年
︑
読
売
新
聞
社
︶︑
二
三
〇
頁
︒

知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
丹
羽
文
雄
は
母
を
︑
そ
し
て
父
を
︑
執
拗
に
み
ず
か
ら
の
作
品
に
登
場
さ
せ
た
︒
そ
の
丹
羽
文
雄
が
︑
生
母
を
モ

デ
ル
と
し
て
描
く
主
な
作
品
︵
注
１
︶を

整
理
す
る
と
︑
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
︒

生
母
を
描
く
主
な
作
品
＝
①
﹁
鮎
﹂︵
昭
和
七
年
)

②
﹁
再
会
﹂︵
昭
和
一
五
年
)

③
﹁
母
の
日
﹂︵
昭
和
二
八
年
)

④
﹁
母
の
晩
年
﹂︵
昭

和
三
一
年
)

⑤
﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂︵
昭
和
三
一
年
)

⑥
﹁
太
陽
蝶
﹂︵
昭
和
四
五
年
〜
四
六
年
︶︒

以
上
の
作
品
の
な
か
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
②
﹁
再
会
﹂
⑤
﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂
を
対
象
に
考
察
を
進
め
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
ら
の

作
品
は
︑
父
と
の
か
か
わ
り
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
な
お
︑
丹
羽
文
雄
の
生
母
・
こ
う
︵
本
名
・
ふ
さ
へ
︶
は
昭
和
三
一

年
九
月
二
〇
日
に
︑
七
五
歳
で
没
し
て
い
る
︒
文
雄
五
二
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
︒

次
に
︑
父
が
登
場
す
る
主
な
作
品
を
掲
げ
る
︒

父
を
描
く
主
な
作
品
＝
①
﹁
九
年
目
の
土
﹂︵
昭
和
一
六
年
)

②
﹁
父
の
記
憶
﹂︵
昭
和
二
二
年
)

③
﹁
靑
麥
﹂︵
昭
和
二
八
年
)

④
﹁
菩

提
樹
﹂︵
昭
和
三
〇
年
〜
三
一
年
︶
⑤
﹁
一
路
﹂︵
昭
和
三
一
年
〜
四
一
年
︶︒

こ
れ
ら
の
作
品
中
か
ら
︑
①
﹁
九
年
目
の
土
﹂
⑤
﹁
一
路
﹂
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
母
・
父
・
自
分
を
描
く
作
品
と
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の
か
か
わ
り
で
︑
以
上
の
作
品
は
︑
重
要
な
カ
ギ
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
再
会
﹂
は
昭
和
一
五
年
︑﹁
九
年
目
の
土
﹂

は
同
一
六
年
に
発
表
さ
れ
た
︒
丹
羽
文
雄
の
三
六
歳
か
ら
三
七
歳
に
か
け
て
の
作
品
で
あ
り
︑
母
と
父
の
描
か
れ
方
を
比
較
対
比
す
る
の

に
︑
ほ
ぼ
同
時
代
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
検
討
は
欠
か
せ
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
︒
な
お
︑
丹
羽
文
雄
の
父
・
教
開
は
昭
和

二
〇
年
一
月
一
九
日
︑
七
三
歳
で
没
し
た
︒
文
雄
四
一
歳
の
時
で
あ
る
︒

＊

本
稿
で
は
︑
ま
ず
こ
れ
ら
の
作
品
を
対
象
に
考
察
を
進
め
る
が
︑
丹
羽
文
学
を
読
み
解
く
補
助
線
と
し
て
︑
彼
の
自
叙
伝
﹃
佛
に
ひ
か

れ
て

わ
が
心
の
形
成
史
﹄︵
昭
和
四
六
年
一
二
月
︑
読
売
新
聞
社
︶
を
活
用
し
た
︒
な
お
︑
丹
羽
文
雄
は
︑
み
ず
か
ら
の
小
説
を
﹁
自
伝
小

説
で
あ
る
﹂
と
し
な
が
ら
︑﹁
厳
密
な
意
味
で
の
写
実
的
な
私
小
説
で
は
な
い
﹂
と
言
明
し
て
い
る
︵
注
２
︶︒

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑﹁
現
実

に
お
こ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
を
多
分
に
描
い
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
︒
私
は
︑
そ
の
﹁
可
能
性
﹂
を
描
こ
う
と
す
る
作
家
の
意

図
に
関
心
を
も
ち
︑
丹
羽
文
学
を
あ
ら
た
め
て
︿
母
﹀
と
︿
父
﹀
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒

一
︑
母
と
父
の
再
会

作
品
﹁
再
会
﹂
は
︑﹃
改
造
﹄︵
昭
和
一
五
年
三
月
︶
に
掲
載
さ
れ
た
︒
か
つ
て
家
を
棄
て
た
母
を
引
き
取
り
︑
妻
と
暮
ら
す
自
分
の
も

と
へ
父
が
上
京
し
て
く
る
︒
作
中
の
﹁
自
分
﹂
の
名
前
は
紋
多
と
さ
れ
て
い
る
︵
注
３
︶︒

そ
の
父
の
上
京
す
る
場
面
か
ら
引
用
す
る
︒

﹁
三
十
年
ぶ
り
に
︑
夫
と
妻
が
顔
を
合
わ
せ
る
な
ん
て
︑
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
︒
僕
と
い
う
子
供
が
な
か
っ
た
ら
︑

生
涯
他
人
で
す
ん
だ
だ
ろ
う
︒
男
と
女
は
三
年
逢
わ
な
け
れ
ば
︑
お
互
に
冷
淡
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
が
︑
三
十
年
目
だ
︒
案
外

当
人
達
は
茶
飲
み
友
達
の
つ
も
り
で
逢
え
る
だ
ろ
う
が
︑
耐
ら
な
い
の
は
こ
ち
ら
だ
︒
三
十
年
間
の
言
訳
を
す
る
の
と
同
じ
だ
か
ら

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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ね
︒
三
十
年
間
の
父
の
生
活
︑
母
の
生
活
の
牽
引
の
役
を
つ
と
め
る
の
が
︑
自
分
だ
か
ら
﹂
／
妻
は
二
階
を
降
り
て
い
っ
た
︒
間
も

な
く
母
が
上
が
っ
て
き
た
︒
／
﹁
お
父
さ
ん
が
み
え
る
っ
て
︑
本
当
で
す
か
﹂
／
﹁
二
十
三
日
に
上
京
す
る
と
︑
手
紙
が
き
て
い
る
﹂

紋
多
は
︑
父
に
対
し
て
一
番
悪
口
の
言
え
る
の
は
母
で
あ
り
︑
や
っ
て
来
る
﹁
男
﹂︵
父
︶
に
対
し
て
毒
舌
を
た
た
き
つ
け
る
こ
と
の

で
き
る
の
は
妻
で
あ
り
︑
今
か
ら
︑
そ
の
家
庭
で
の
紛
糾
を
予
測
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
母
の
様
子
は
︑
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

母
は
五
十
九
歳
で
あ
る
︒
肥
り
気
味
で
︑
色
が
白
か
っ
た
︒
五
十
九
に
し
て
は
︑
色
っ
ぽ
す
ぎ
た
︒
二
︑
三
年
前
ま
で
関
西
風
の
丸

髷
を
結
い
つ
づ
け
て
い
て
︑
頭
の
上
に
大
き
な
禿
が
あ
っ
た
︒
禿
は
禿
か
く
し
を
貼
り
付
け
て
い
た
が
︑
は
み
出
し
て
︑
つ
や
つ
や

と
禿
を
見
せ
て
い
た
︒
そ
ん
な
母
が
髪
を
染
め
︑
髪
を
結
い
あ
げ
る
慌
て
方
は
︑
両
親
と
い
う
自
分
の
あ
け
っ
ぱ
な
し
な
観
念
か
ら

は
余
分
で
あ
っ
た
︒

三
〇
年
ぶ
り
に
再
会
を
果
た
す
母
の
狼
狽
ぶ
り
か
ら
︑﹁
か
つ
て
の
妻
が
夫
に
逢
う
﹂
と
い
う
雰
囲
気
を
紋
多
は
感
じ
と
る
︒
彼
に
と
っ

て
は
︑
父
に
逢
う
の
は
自
分
が
実
家
を
飛
び
出
し
て
以
来
︑
八
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
り
︑
母
に
と
っ
て
は
約
三
〇
年
ぶ
り
の
夫
婦
の
再
会

で
あ
っ
た
の
だ
︒
次
に
︑
母
に
つ
い
て
の
観
察
の
仕
方
を
自
問
す
る
箇
所
を
引
用
す
る
︒

し
か
し
︑
自
分
は
母
の
性
格
と
母
の
苦
労
の
月
日
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
わ
が
ま
ま
な
解
釈
で
︑
い
い
気
に
な
っ
て

い
た
︒
一
つ
に
は
母
の
そ
ば
に
い
て
︑
母
を
見
つ
め
る
時
間
が
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
︒
母
と
い
う
一
人
の
人
間
に
向
っ
て
甘
い
見

方
を
始
め
た
の
は
︑
自
分
が
築
地
河
岸
の
ア
パ
ー
ト
に
い
た
時
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
頃
か
ら
母
を
モ
デ
ル
に
小
説
を
書
い
て
︑
作
中

に
母
を
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
作
り
な
お
し
た
︒

右
の
文
中
︑
母
を
モ
デ
ル
に
作
品
を
書
き
始
め
た
自
分
が
︑﹁
母
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
作
り
な
お
し
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う

意
味
だ
ろ
う
か
︒
友
達
の
意
見
と
し
て
︑
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
︒

﹁
君
は
自
分
の
母
親
を
書
く
の
に
︑
少
し
美
化
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
い
つ
も
美
貌
の
母
が
出
て
来
る
の
も
︑
お
か
し
い
よ
﹂
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と
言
っ
た
︒
／
し
か
し
︑
自
分
は
自
然
な
感
情
で
あ
っ
た
︒
通
俗
的
な
興
味
の
た
め
︑
美
貌
と
書
く
の
で
は
な
い
︒
美
貌
と
書
く
こ

と
は
︑
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
気
持
ち
で
あ
っ
た
︒
母
が
家
出
し
た
の
は
︑
自
分
の
八
つ
の
時
で
あ
り
︑
そ
れ
以
来
自
分
の
頭
の
中
に
は
︑

美
貌
だ
っ
た
頃
の
母
の
面
影
が
一
番
印
象
さ
れ
て
い
る
︑
そ
う
も
書
い
た
︒
が
︑
事
実
︑
八
つ
の
自
分
に
母
の
顔
の
思
い
出
は
何
も

な
か
っ
た
の
だ
︒

母
へ
の
﹁
思
い
出
﹂
を
持
た
な
い
作
家
に
と
っ
て
︑
母
の
顔
は
﹁
美
貌
﹂
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
念
の
た
め
に
確
認
す
る
が
︑
﹁
母

が
家
出
し
た
の
は
︑
自
分
の
八
つ
の
時
で
﹂
あ
っ
た
と
作
品
に
あ
る
が
︑
伝
記
に
よ
れ
ば
︑
丹
羽
文
雄
の
生
母
こ
う
が
︑
文
雄
と
四
歳
上

の
姉
幸
子
を
残
し
て
家
出
し
た
の
は
明
治
四
一
年
︵
一
九
〇
八
︶
年
の
こ
と
︑
文
雄
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
︒

作
中
の
﹁
自
分
﹂︵
紋
多
︶
と
は
︑
作
家
丹
羽
文
雄
の
分
身
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
が
︑
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
作
品
に
書
き

込
ま
れ
た
物
語
は
︑
作
家
自
身
が
陳
述
す
る
よ
う
に
︑﹁
写
実
的
な
私
小
説
で
は
な
い
﹂
︵
前
掲
︑﹁
創
作
ノ
ー
ト
﹂︑
注
２
︶︒
そ
こ
に
書
き

込
ま
れ
た
世
界
は
︑﹁
現
実
に
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
可
能
性
﹂
か
ら
汲
み
と
れ
る
世
界
の
真
実
を
︑
読
者
は

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
丹
羽
文
学
の
複
雑
と
特
色
は
︑
そ
の
虚
と
現
実
の
世
界
に
封
印
さ
れ
た
真
実
に
あ
る
︒

記
憶
の
残
ら
ぬ
母
の
面
影
は
︑
紋
多
よ
り
も
文
雄
の
方
が
︑
よ
り
強
く
︑
重
く
︑
ま
ぼ
ろ
し
の
記
憶
と
し
て
湧
き
上
が
っ
て
き
た
は
ず

で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
紋
多
よ
り
も
四
年
も
早
く
生
母
と
別
れ
た
文
雄
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
そ
の
面
影
の
輪
郭
は
薄
く
︑
美
化
さ
れ
る
度
合

い
は
強
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
幼
い
日
の
︑
四
歳
と
八
歳
の
差
は
大
き
い
︒

生
母
を
描
く
作
家
は
︑
ま
ず
﹁
母
﹂
の
﹁
美
貌
﹂
を
小
説
に
描
き
出
し
た
︒
そ
こ
に
︑
母
に
対
す
る
願
望
の
ひ
と
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒
だ
が
︑
現
実
の
︑
今
み
る
﹁
母
﹂
は
ど
う
変
化
し
た
か
︒
以
下
︑
次
の
よ
う
な
回
想
的
記
述
が
続
く
︒
そ
れ
は
︑
作
中
の
﹁
自
分
﹂

︵
紋
多
︶
の
眼
を
通
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

母
の
い
な
く
な
っ
た
自
分
の
さ
び
し
さ
は
︑
祖
母
が
十
分
に
補
っ
て
く
れ
た
︒
そ
の
た
め
自
分
は
手
に
お
え
な
い
我
儘
者
に
な
っ
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た
︒
小
学
校
で
は
餓
鬼
大
将
で
あ
っ
た
︒
近
所
の
困
り
も
の
に
な
っ
た
︒
母
が
家
出
し
た
翌
年
で
あ
る
︒
継
母
が
き
た
︒
自
分
の
う

ち
は
︑
真
宗
高
田
派
の
末
寺
で
あ
る
︒
／
父
は
養
子
で
あ
り
︑
祖
母
は
嫁
い
で
き
た
人
で
あ
り
︑
継
母
が
き
て
か
ら
は
︑
寺
の
血
筋

を
ひ
く
も
の
は
自
分
と
姉
だ
け
に
な
っ
た
︒
自
分
は
継
母
に
な
つ
い
た
と
は
い
え
︑
我
儘
は
脱
け
ず
︑
そ
の
た
め
度
々
継
母
を
泣
か

せ
た
︒
お
母
さ
ん
を
虐
め
て
は
い
け
な
い
と
︑
自
分
は
世
話
方
の
年
寄
に
叱
ら
れ
た
が
︑
な
お
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
部
分
は
︑
知
ら
れ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
丹
羽
文
雄
の
事
跡
と
一
致
す
る
︒
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
事
実
︑
母
の
家
出
と
継
母
と
自
分
と
の

関
わ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
作
家
丹
羽
文
雄
自
身
の
内
面
風
景
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
継
母
と
な
っ
た
田
中
は
ま
は
︑
文
雄
が
八

歳
︵
明
治
四
五
年
︶
の
と
き
︑
父
・
教
開
と
結
婚
し
た
が
︑
昭
和
六
年
に
四
八
歳
で
死
去
し
た
︒
作
中
の
自
分
︵
紋
多
︶
は
︑
み
ず
か
ら

の
性
格
を
自
問
す
る
と
き
﹁
自
分
の
中
に
あ
る
一
つ
の
性
格
は
︑
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
不
幸
か
ら
︑
ど
う
し
た
ら
一
番
無
難
に
逃
げ
ら
れ

る
か
︑
不
幸
を
征
服
す
る
の
で
は
な
く
︑
逃
げ
出
す
方
法
を
考
え
つ
か
せ
る
の
だ
﹂
と
思
う
︒
こ
の
﹁
不
幸
﹂
と
い
う
自
覚
は
︑
何
に
由

来
す
る
の
か
︑
何
が
紋
多
に
不
幸
な
感
情
を
ま
と
い
つ
か
せ
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
︑
突
然
母
が
居
な
く
な
っ

た
少
年
の
日
の
出
来
事
に
起
因
し
て
い
る
︒
紋
多
に
重
な
る
母
の
喪
失
感
の
基
層
に
は
︑
同
じ
体
験
を
し
た
作
家
丹
羽
文
雄
が
い
る
︒
祖

母
と
の
思
い
出
も
︑
作
家
の
現
実
と
そ
う
遠
い
世
界
で
は
な
い
︒

祖
母
は
寺
か
ら
二
︑
三
町
は
な
れ
た
路
地
に
隠
居
し
た
︒
自
分
が
い
く
こ
と
を
︑
一
日
楽
し
み
に
し
て
︑
お
や
つ
を
作
り
待
っ
て
い

た
︒
月
々
寺
か
ら
の
仕
送
り
は
あ
っ
た
が
︑
祖
母
は
不
自
由
を
し
て
い
た
︒
自
分
は
そ
こ
で
母
に
逢
っ
た
︒
夕
顔
が
咲
い
て
い
た
頃

で
あ
る
︒
／
ど
う
し
て
祖
母
と
母
が
憎
み
合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
ま
た
祖
母
と
父
が
憎
み
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︑
永

い
間
自
分
は
知
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
日
本
の
善
良
な
家
族
制
度
に
悖
る
事
情
か
ら
で
あ
る
と
知
っ
た
の
は
︑
ず
う
っ
と
あ
と
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒

家
族
に
芽
生
え
た
憎
し
み
が
︑
不
幸
で
な
い
は
ず
が
な
い
︒
そ
の
﹁
憎
み
合
う
﹂
原
因
が
﹁
善
良
な
家
族
制
度
に
悖
る
事
情
﹂
で
あ
っ
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た
と
い
う
︒﹁
善
良
な
﹂
と
い
う
規
範
を
設
定
し
た
と
き
︑
紋
多
の
家
族
間
に
は
︑﹁
家
族
制
度
に
悖
る
事
情
﹂
が
発
生
し
た
︒
作
品
を
読

み
進
め
る
と
︑
先
の
現
実
の
不
幸
か
ら
の
逃
避
と
い
う
感
情
は
︑
こ
の
家
族
の
不
幸
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
祖
母
の
家

で
︑
紋
多
は
年
に
五
回
︑
母
に
逢
っ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑﹁
一
日
二
日
の
滞
在
中
︑
し
ん
み
り
と
話
を
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
﹂
の
だ
︒

紋
多
は
︑
い
つ
ま
で
も
母
を
珍
し
い
人
と
し
て
見
る
癖
が
な
お
ら
な
か
っ
た
︒
母
と
逢
う
度
に
︑
何
か
異
っ
た
も
の
を
感
じ
た
り
︑
嗅
ぎ

つ
け
た
と
い
う
︑
幼
い
日
の
紋
多
の
母
へ
の
感
想
が
作
品
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
小
説
家
を
志
向
す
る
﹁
自
分
﹂
が
︑
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

自
分
は
小
説
家
に
な
る
つ
も
り
で
勉
強
を
し
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
の
自
信
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
う
ち
に
段
々
卒
業
が
迫
っ
て
き
た
︒

い
ず
れ
は
母
を
ひ
き
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
︑
寺
の
あ
と
を
つ
ぎ
︑
余
裕
が
つ
け
ば
近
所
に
呼
び
よ
せ
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
あ
る
︒
が
︑
父
は
達
者
で
あ
り
︑
ま
た
母
の
家
出
を
世
間
で
は
単
な
る
役
者
狂
い
と
さ
れ
て
い
る
手
前
︑
実
現
は
難
し

か
っ
た
︒
が
︑
母
を
引
き
と
る
こ
と
は
義
務
だ
と
思
っ
た
︒

こ
こ
で
は
︑
小
説
家
へ
の
自
覚
と
母
の
家
出
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
︑
母
の
家
出
に
関
し
て
は
︑﹁
世
間
で
は
単
な
る
役
者
狂
い

と
さ
れ
て
い
る
﹂
と
記
述
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
が
母
を
引
き
取
る
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
﹁
母
を
引
き
と
る
こ

と
﹂
を
﹁
義
務
﹂
と
す
る
意
識
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
︒
先
に
あ
っ
た
﹁
善
良
な
家
族
制
度
﹂
へ
の
回
帰
を
︑
紋
多
は
求
め
た
の
だ
︒
そ
し

て
母
を
小
説
の
素
材
と
す
る
と
き
の
態
度
を
︑
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
︒

自
分
は
こ
れ
ま
で
母
の
姿
を
部
分
的
に
小
説
の
上
に
摑
え
て
き
た
︒
決
し
て
完
全
な
母
の
姿
で
は
な
い
︒
自
分
は
あ
る
文
章
の
中

で
︑
自
分
は
今
後
も
母
の
複
雑
な
も
の
を
一
つ
一
つ
拾
い
あ
げ
て
い
く
︑
一
つ
一
つ
を
拾
い
上
げ
て
い
く
こ
と
は
︑
作
家
と
し
て
限

り
な
い
喜
び
で
あ
る
︑
小
さ
い
な
が
ら
も
判
断
の
正
確
が
一
つ
一
つ
積
み
重
な
っ
て
い
く
か
ら
だ
と
書
い
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
れ
ま

で
の
自
分
の
努
力
は
︑
も
の
を
正
確
に
見
て
︑
公
平
に
判
断
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
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作
家
志
望
の
自
分
に
と
っ
て
︑
母
に
対
す
る
正
確
な
判
断
の
一
つ
一
つ
の
積
み
重
ね
が
完
全
な
母
の
像
を
構
築
す
る
と
い
う
︑
そ
の
こ

と
が
作
家
と
し
て
の
﹁
限
り
な
い
喜
び
﹂
だ
と
い
う
︒
母
の
複
雑
な
も
の
を
︑
一
つ
一
つ
拾
い
上
げ
る
行
為
こ
そ
が
︑
作
家
の
基
本
的
な

態
度
で
あ
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
ま
で
︑
母
は
作
家
志
望
の
自
分
の
︑
作
品
の
素
材
︵
対
象
︶
と
し
て
存
在
し
た
︒

二
︑
紋

多

と

父

そ
の
母
を
訪
ね
て
︑
三
〇
年
ぶ
り
に
父
が
来
る
︒
紋
多
は
父
を
出
迎
え
る
た
め
に
︑
東
京
駅
に
向
か
っ
た
︒
細
か
い
雨
が
降
っ
て
い
た
︒

霧
雨
で
あ
っ
た
︒
夕
方
六
時
二
五
分
の
列
車
が
着
い
た
︒
出
口
付
近
で
︑
彼
は
漸
く
父
の
姿
を
発
見
し
た
︒

父
の
目
は
自
分
を
探
し
た
︒
見
つ
け
る
と
︑
父
の
顔
に
泣
く
よ
う
な
笑
い
が
浮
い
た
︒
自
分
は
よ
た
よ
た
歩
い
て
く
る
父
の
足
許
を

見
た
︒
小
さ
い
か
ら
だ
で
あ
っ
た
︒
小
さ
い
顔
で
あ
り
︑
色
が
黒
か
っ
た
︒
八
年
間
に
自
分
は
父
の
姿
を
見
失
っ
て
い
た
︒
ど
う
し

て
も
父
と
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
家
出
当
時
の
父
と
自
分
の
不
和
︑
母
の
家
出
の
原
因
を
父
の
せ
い
に
し
て
︑
憎
悪
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
父
は
︑
も
っ
と
元
気
が
あ
り
︑
憎
々
し
い
顔
を
し
て
い
た
︒︵
略
︶
六
十
九
歳
で
あ
る
父
に
対
し
て
つ
い
最
近
ま
で
あ
れ
ほ

ど
い
っ
こ
く
で
あ
っ
た
自
分
が
︑
霧
散
し
て
い
た
︒
そ
れ
で
は
母
に
味
方
し
て
い
る
手
前
︑
困
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
︒
が
︑

ど
う
に
も
心
の
向
け
よ
う
が
な
か
っ
た
︒
家
出
以
来
︑
永
い
不
孝
を
し
て
い
た
と
︑
そ
の
感
じ
が
胸
に
去
来
し
た
︒

再
会
し
た
父
の
イ
メ
ー
ジ
の
反
転
︒
そ
れ
は
︑
紋
多
の
中
で
の
︑
母
と
父
と
の
反
転
を
意
味
し
て
い
る
︒

妻
の
言
葉
が
︑
そ
れ
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
よ
う
に
放
た
れ
る
︒

﹁
あ
な
た
に
聞
い
て
い
た
お
父
さ
ん
と
は
︑
ち
っ
と
も
似
て
い
な
か
っ
た
わ
︒
ど
ん
な
に
悪
い
お
父
さ
ん
か
と
思
っ
て
ま
し
た
の
︒

あ
ん
な
い
い
お
父
さ
ん
な
の
に
⁝
⁝
﹂﹁
お
母
さ
ん
と
は
反
対
ね
︒
あ
な
た
に
聞
い
て
い
た
お
母
さ
ん
は
︑
と
て
も
い
い
人
だ
と
思
っ
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て
い
た
の
に
︑
段
々
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
⁝
⁝
﹂

紋
多
も
ま
た
︑
同
居
し
て
い
る
母
に
対
し
て
︑﹁
こ
れ
ま
で
自
分
は
︑
母
の
愛
情
を
特
別
な
実
体
と
考
え
︑
そ
れ
に
甘
え
て
︑
よ
り
か

か
っ
て
い
た
︒
が
︑
い
つ
か
よ
り
か
か
る
支
柱
は
崩
れ
て
い
た
︒
油
断
も
す
き
も
出
来
な
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
た
︒
こ
れ
か
ら
の
自
分

は
母
に
対
し
て
︑
或
る
覚
悟
が
い
る
と
思
っ
た
﹂
と
い
う
︒
母
と
は
︑
他
人
で
な
い
だ
け
に
︑
い
っ
そ
う
始
末
が
悪
い
も
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑﹁
訴
え
ど
こ
の
な
い
感
慨
で
あ
っ
た
﹂
と
す
る
紋
多
に
と
っ
て
︑
母
は
す
で
に
己
の
一
部
と
し
て
心
中
に
巣
食
う
存
在
と
な
っ
て

い
た
の
だ
︒
母
は
ま
た
︑
自
分
の
抱
え
る
問
題
と
し
て
肥
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
小
遣
い
を
母
に
渡
し
た
と
き
の
︑
以
下
の
よ
う
な
描

写
に
︑﹁
母
﹂
と
﹁
自
分
﹂
の
︑
修
復
不
可
能
な
関
係
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹁
こ
ん
な
に
貰
っ
て
も
︑
え
え
の
か
な
﹂
自
分
は
頷
い
た
︒﹁
絢
さ
ん
に
は
内
緒
に
し
て
お
い
て
ほ
し
い
わ
﹂
と
い
い
︑
畳
に
片
手

を
つ
き
︑﹁
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
お
辞
儀
を
し
た
︒
そ
ん
な
母
の
他
人
行
儀
に
︑
呶
鳴
り
つ
け
た
い
ほ
ど
な
腹
立
た
し
さ
を
覚

え
た
の
は
︑
母
が
階
段
を
降
り
て
い
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒
自
分
は
両
手
で
顔
を
押
え
た
︒

作
品
で
は
︑﹁
水
臭
い
な
﹂
と
い
う
表
現
で
︑
こ
の
時
の
母
子
の
関
係
を
説
い
て
い
る
が
︑
美
化
さ
れ
た
生
母
へ
の
甘
え
が
︑
も
は
や

幻
想
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
他
人
で
し
か
な
い
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
二
人
の
関
係
が
浮
き
あ
が
っ
て
く
る
︒
生
母
の
現
実
は
︑
紋
多
の

現
在
を
客
観
す
る
し
か
な
い
自
身
の
心
を
絶
妙
に
描
い
て
い
る
︒
一
方
︑
こ
の
作
品
の
中
に
見
え
る
よ
う
に
︑﹁
家
出
以
来
﹂
の
﹁
永
い

不
孝
﹂
を
父
に
抱
く
気
持
ち
が
︑
す
で
に
紋
多
の
中
に
芽
生
え
て
い
る
︒

父
を
描
く
作
品
と
し
て
は
単
行
本
書
下
ろ
し
﹃
靑
麥
﹄︵
昭
和
二
八
年
︑
文
藝
春
秋
新
社
︶
が
広
く
知
ら
れ
︑﹁
菩
提
樹
﹂︵
昭
和
三
〇
年
〜

三
一
年
︑
﹃
週
刊
読
売
﹄
︶︑﹁
一
路
﹂︵
昭
和
三
七
年
〜
四
一
年
︑﹃
群
像
﹄
︶︑
と
と
も
に
︑﹁
宗
教
三
部
作
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
︵
注
４
︶︒

そ
し
て
︑

父
を
描
く
作
品
を
通
し
て
︑
丹
羽
の
出
自
と
深
く
関
わ
る
作
品
世
界
へ
の
傾
斜
が
進
み
︑
や
が
て
作
品
﹁
親
鸞
﹂︵
昭
和
四
〇
年
〜
四
四
年
︑

﹃
産
経
新
聞
﹄
︶
が
実
現
す
る
︒
こ
れ
ら
父
を
描
く
作
品
は
︑
父
の
観
察
を
と
お
し
て
︑
丹
羽
自
身
の
心
の
軌
跡
︑
あ
る
い
は
親
鸞
へ
と
接

丹
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近
す
る
み
ち
の
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
丹
羽
自
身
が
告
白
し
て
い
る
︵
注
４
参
照
︶︒

そ
れ
ら
の
作
品
よ
り
早
く
︑
い
わ
ゆ
る
生
母
を
描
く
作
品
と
並
行
し
て
書
か
れ
た
﹁
九
年
目
の
土
﹂︵
﹃
新
潮
﹄
昭
和
一
六
年
一
月
︶
に
描

か
れ
る
紋
多
と
父
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
︒

こ
の
作
品
は
︑
紋
多
の
家
出
か
ら
九
年
目
に
帰
郷
し
た
と
き
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
そ
う
だ
︑
ま
だ
挨
拶
を
し
て
な
か
っ
た
︒
お
ま
い
り
し
て
き
た
い
﹂
と
紋
多
が
立
ち
上
が
っ
た
︒
父
は
び
っ
く
り
し
て
︑
そ
ん
な

紋
多
の
顔
を
な
が
め
た
︒
九
年
前
は
あ
れ
ほ
ど
坊
主
が
き
ら
い
で
︑
ろ
く
ろ
く
阿
弥
陀
如
来
を
お
が
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
紋
多

が
︑
自
分
か
ら
本
堂
に
ま
い
り
に
出
向
い
た
︒
弟
が
つ
い
て
き
た
︒
紋
多
は
ひ
ろ
い
本
堂
の
ま
ん
な
か
に
坐
る
と
︑
両
手
を
あ
わ
せ

た
︒
厨
子
は
し
ま
っ
て
い
た
が
︑
弥
陀
の
顔
は
暗
記
し
て
い
る
︒
紋
多
は
何
と
言
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
た
だ
い
ま
と
も

言
え
な
い
︒
本
来
な
ら
ば
︑
こ
の
自
分
が
生
涯
こ
の
仏
の
も
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
︒
そ
の
申
訳
な
さ
が
︑
胸
に
沈

ん
だ
︒
紋
多
は
両
手
を
ひ
ざ
に
つ
い
て
頭
を
た
れ
た
︒

引
用
本
文
に
あ
る
よ
う
に
︑
父
を
﹁
び
っ
く
り
﹂
さ
せ
た
紋
多
の
行
為
と
は
︑
帰
郷
し
た
彼
が
︑
挨
拶
の
た
め
に
阿
弥
陀
如
来
を
拝
み

に
本
堂
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
九
年
前
の
紋
多
は
︑
坊
主
が
嫌
で
生
家
を
飛
び
出
し
た
︒
阿
弥
陀
如
来
を
拝
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
の

だ
︒
今
︑
彼
は
本
堂
の
ま
ん
な
か
に
坐
り
︑
両
手
を
合
わ
せ
る
︒
こ
の
変
化
は
何
だ
ろ
う
︒﹁
本
来
な
ら
ば
︑
こ
の
自
分
が
生
涯
こ
の
仏

の
も
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
﹂
と
い
う
自
覚
が
︑
九
年
後
の
紋
多
に
芽
生
え
た
の
だ
︒

今
︑
彼
の
弟
が
そ
の
仏
に
仕
え
て
い
る
︒﹁
弟
は
小
さ
い
時
か
ら
︑
紋
多
と
も
の
の
考
え
方
が
ち
が
っ
て
い
た
﹂
と
作
中
で
説
明
さ
れ

る
︒
本
堂
を
守
る
弟
と
の
対
比
に
よ
っ
て
︑
帰
郷
し
た
紋
多
が
よ
り
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
︒﹁
弟
は
紋
多
と
ち
が
い
︑
熱
心
に
経
文

を
よ
み
︑
宗
教
に
対
し
て
疑
惑
を
も
た
﹂
ず
︑
日
曜
学
校
な
ど
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
︒
寺
院
の
経
営
に
も
︑
弟
は
熱
心
だ
っ
た
︒
紋
多

は
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
の
内
面
を
﹁
近
代
人
の
一
つ
の
特
色
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
分
析
し
︑
そ
れ
を
︑
宗
教
へ
の
﹁
疑
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い
﹂﹁
反
抗
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
説
明
し
て
い
る
︒
弟
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
︒
九
年
前
の
紋
多
の
出
奔
の
原
因
は
︑
こ
の
宗
教
に
対
す

る
疑
念
に
あ
っ
た
︒

し
か
し
今
︑
帰
郷
し
た
紋
多
の
心
中
で
微
妙
な
変
化
が
起
き
て
い
る
︒﹁
お
か
し
な
こ
と
に
︑
紋
多
の
血
肉
に
は
︑
宗
教
的
な
神
秘
感

が
宿
命
の
よ
う
に
宿
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
︒
そ
し
て
︑﹁
偶
像
崇
拝
は
滑
稽
だ
と
︑
頭
で
判
断
し
な
が
ら
弥
陀
の
前
に
坐
る
と
︑
し
ん
か

ら
手
を
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
﹂︒
寺
院
に
奉
仕
す
る
弟
の
行
為
を
見
て
︑﹁
疑
い
を
知
ら
ぬ
魂
は
︑
単
純
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
安
直
に
疑

い
を
も
つ
複
雑
な
魂
は
︑
決
し
て
威
張
っ
た
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
紋
多
は
︑
家
出
前
の
彼
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
当

時
の
自
分
は
︑﹁
た
だ
反
抗
す
る
だ
け
で
︑
己
の
精
神
の
皺
を
一
つ
だ
け
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
﹂
と
考
え
る
︒﹁
己
の
精

神
の
皺
﹂
の
一
つ
が
︑
宗
教
へ
の
反
抗
の
認
識
だ
と
す
れ
ば
︑
他
に
﹁
精
神
の
皺
﹂
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
九
年
後
の
帰
郷
に
描
か
れ
る

紋
多
の
宗
教
へ
の
関
心
は
︑
こ
う
し
て
柔
ら
か
に
芽
吹
い
て
く
る
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
父
を
と
お
し
て
で
は
な
く
︑
紋
多
の
代
わ
り
に
︑

寺
院
を
守
る
弟
の
姿
を
と
お
し
て
で
あ
っ
た
︒

寺
院
の
経
営
も
昔
に
く
ら
べ
る
と
︑
随
分
変
わ
っ
た
も
の
だ
と
紋
多
は
庫
裡
の
茶
の
間
に
戻
っ
た
︒
そ
こ
に
は
父
が
楓
の
机
を
ま
え

に
し
て
︑
置
物
の
よ
う
に
坐
っ
て
い
た
︒
紋
多
が
本
堂
に
詣
り
に
い
っ
て
か
ら
︑
少
し
も
動
か
な
い
姿
勢
で
あ
っ
た
︒
父
は
紋
多
の

顔
に
笑
い
か
け
た
︒﹁
う
れ
し
い
と
思
っ
た
な
︒
あ
れ
ほ
ど
坊
主
ぎ
ら
い
な
お
前
が
︑
わ
し
に
言
わ
れ
な
い
先
に
本
堂
へ
お
詣
り
に

い
っ
て
く
れ
た
の
で
⁝
⁝
﹂
紋
多
は
苦
笑
し
た
︒
父
の
小
さ
い
目
に
は
︑
泪
が
た
ま
っ
て
い
た
︒
父
を
喜
ば
せ
る
こ
と
は
︑
何
と
ら

く
な
こ
と
か
と
思
っ
た
︒
以
前
の
紋
多
は
︑
こ
う
し
た
ら
く
な
こ
と
さ
え
む
つ
か
し
く
抵
抗
し
て
い
た
︒

父
は
今
︑
変
化
し
た
紋
多
を
︑
泪
を
た
め
て
見
つ
め
て
い
る
︒
そ
の
様
子
を
み
て
︑
紋
多
は
﹁
父
を
喜
ば
せ
る
こ
と
は
︑
何
と
ら
く
な

こ
と
か
と
思
っ
た
﹂︒
だ
が
︑
紋
多
の
﹁
苦
笑
﹂
に
は
︑
こ
の
と
き
の
父
の
思
い
と
は
別
な
﹁
宗
教
﹂
と
い
う
も
の
へ
の
︑
彼
な
り
の
思

い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
の
発
表
時
︑
丹
羽
文
雄
は
三
七
歳
で
あ
っ
た
︒

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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三
︑﹁
親
鸞
﹂
へ
の
傾
斜

次
に
︑
戦
後
に
書
か
れ
た
﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂︵
昭
和
三
一
年
一
二
月
﹃
婦
人
公
論
﹄
︶
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒
丹
羽
文
雄
の
生
母
こ
う
は
︑

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
年
の
九
月
に
逝
去
し
た
︒

母
は
寺
の
娘
と
し
て
生
れ
な
が
ら
︑
い
っ
こ
う
に
宗
教
心
が
な
か
っ
た
︒
善
光
寺
や
専
修
寺
高
田
本
山
や
︑
時
た
ま
寺
ま
い
り
は
し

て
い
た
が
︑
内
部
か
ら
発
し
た
要
求
で
は
な
か
っ
た
︒
単
な
る
習
慣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

現
実
の
丹
羽
文
雄
の
こ
と
を
し
る
せ
ば
︑
彼
は
四
日
市
市
の
真
宗
高
田
派
崇
顕
寺
の
長
男
と
し
て
︑
明
治
三
七
︵
一
九
〇
四
︶
年
に
生

ま
れ
た
︒
母
ふ
さ
へ
︵
通
称
こ
う
︶
は
︑
崇
顕
寺
一
六
代
住
職
如
昇
の
娘
︑
父
の
教
開
は
名
古
屋
の
農
家
の
出
身
だ
っ
た
が
︑
僧
侶
を
志

し
た
︒
そ
し
て
︑
僧
と
し
て
の
修
行
後
︑
崇
顕
寺
の
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
養
子
に
入
っ
た
教
開
は
二
一
歳
︑
の
ち
に
妻

と
な
る
べ
き
ふ
さ
へ
は
︑
ま
だ
一
一
歳
の
少
女
だ
っ
た
︒
ふ
さ
へ
の
母
す
ま
は
未
亡
人
と
し
て
寺
の
切
り
盛
り
を
し
て
い
た
︒
当
時
︑
彼

女
は
四
〇
代
の
女
盛
り
で
あ
り
︑
娘
婿
の
教
開
と
の
間
に
道
を
越
え
た
関
係
が
生
じ
る
︵
注
５
︶︒

丹
羽
文
学
の
原
点
は
︑
そ
の
出
自
に
あ
り
︑
そ
の
足
跡
は
彼
の
文
学
世
界
と
時
系
列
的
に
重
な
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
足
跡

を
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
こ
と
は
︑
丹
羽
文
学
を
丹
念
に
読
み
︑
そ
の
文
学
の
本
質
を
発
見
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
現
実
の

い
ち
い
ち
を
確
認
す
る
こ
と
と
は
違
う
︒
河
野
多
恵
子
が
﹁
先
生
は
絶
え
ず
書
く
こ
と
で
発
見
す
る
︒
書
く
こ
と
で
考
え
る
﹂
︵
注
２
参

照
︶
と
発
言
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
︑
丹
羽
文
雄
の
﹁
発
見
﹂
し
た
も
の
︑﹁
考
え
﹂
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑

先
に
確
認
し
た
丹
羽
文
学
が
描
こ
う
と
し
た
﹁
可
能
性
﹂
を
︑
探
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂
に
は
︑
次
の

よ
う
な
文
章
が
続
く
︒
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私
は
︑
親
鸞
を
教
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
の
末
寺
の
長
男
に
生
れ
て
い
た
︒
あ
る
時
︑
翻
然
と
︑
私
の
胸
に
親
鸞
が
き
た
︒
浄
土
真
宗

の
思
想
を
思
い
出
し
た
︒
そ
れ
ま
で
五
里
霧
中
で
︑
小
説
を
書
き
︑
母
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
私
に
︑
一
つ
の
光
明
が
与
え
ら
れ
た
よ

う
な
気
が
し
た
︒
二
十
何
年
の
作
家
生
活
を
︑
何
故
つ
づ
け
て
い
た
の
か
︑
そ
の
わ
け
が
初
め
て
納
得
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
︒

母
の
醜
態
を
小
説
に
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
が
︑
初
め
て
私
に
納
得
が
出
来
た
︒
私
は
小
説
で
母
を
モ
デ
ル
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
人
間
に
救
い
の
な
い
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
︒

母
に
悩
み
︑
五
里
霧
中
で
小
説
を
書
き
続
け
て
き
た
作
家
の
も
と
に
﹁
翻
然
と
﹂﹁
親
鸞
が
き
た
﹂
と
い
う
︒﹁
翻
然
と
﹂
と
は
︑
そ
れ

ま
で
の
状
態
か
ら
反
転
し
︑
異
質
の
世
界
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
の
﹁
九
年
目
の
土
﹂
に
描
か
れ
る
紋
多
の
心
境
が
︑
作
家
の
態
度

と
し
て
訪
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
父
を
喜
ば
せ
た
態
度
で
あ
り
な
が
ら
︑
彼
の
﹁
苦
笑
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
さ
ら
に
︑

も
っ
と
も
っ
と
深
刻
で
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
決
し
て
︑
父
の
喜
び
を
誘
う
如
き
︑
皮
相
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
︑
し
か

し
︑
そ
の
紋
多
の
心
境
は
︑
彼
の
知
ら
な
い
父
の
深
層
部
に
通
じ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
救
い
よ
う
の
な
い
母
﹂
を
知
っ

た
と
い
う
こ
と
は
︑
庫
裡
を
舞
台
に
﹁
救
い
よ
う
の
な
い
行
為
﹂
を
繰
り
返
し
た
父
の
現
実
を
知
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
︒
母
を
理

解
す
る
こ
と
は
︑
父
を
理
解
す
る
こ
と
に
等
し
い
︒

母
の
醜
態
を
描
く
こ
と
は
︑
作
家
で
あ
る
こ
と
の
苛
酷
な
宿
命
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
︑
い
ま
の
私
に
は
滑
稽
に
ひ
び
く
︒
そ
ん

な
宿
命
を
私
は
信
じ
て
い
な
い
︒
そ
う
い
え
ば
︑
二
十
年
昔
か
ら
私
は
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
い
る
が
︑
人
間
を
動
か
す
動
機
に
い

つ
も
罪
の
意
識
を
考
え
て
い
た
︒
母
に
悩
ま
さ
れ
た
の
も
︑
そ
の
意
識
が
私
の
悩
み
を
複
雑
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
坊
主
の
子

は
︑
や
は
り
坊
主
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
私
は
︑
す
ら
す
ら
と
親
鸞
の
思
想
に
は
い
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
こ
に
引
用
し
て
い
る
﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂
は
小
説
で
は
な
い
︒
亡
き
生
母
に
捧
げ
る
実
子
に
よ
る
葬
送
の
詩
で
あ
る
︒
先
の
紋
多

は
︑
こ
こ
で
は
丹
羽
文
雄
自
身
な
の
で
あ
る
︒
作
家
丹
羽
文
雄
は
︑
母
を
み
ず
か
ら
の
作
品
に
繰
り
返
し
登
場
さ
せ
た
︒
父
を
も
︑
断
罪

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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す
る
か
の
よ
う
に
描
き
続
け
た
︒
ひ
と
は
︑
そ
れ
を
﹁
非
情
の
作
家
﹂
と
呼
ん
だ
︒
後
に
丹
羽
文
雄
は
︑﹁
悪
人
正
機
﹂
の
親
鸞
の
教
え
は
︑

﹁
思
い
方
に
よ
れ
ば
私
の
母
の
た
め
に
あ
っ
た
︒
ま
た
私
の
た
め
に
あ
っ
た
﹂
と
書
く
︵
注
６
︶︒

﹁
小
説
家
で
あ
る
息
子
の
作
家
的
意
慾
を
︑
二
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
掻
き
立
て
︑
つ
ね
に
そ
の
作
品
の
モ
デ
ル
に
な
り
得
て
き

た
彼
女
は
︑
客
観
的
に
み
れ
ば
︑
や
は
り
一
種
の
偉
大
な
女
と
い
え
な
か
っ
た
ろ
う
か
﹂
と
︑
十
返
肇
君
は
言
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

今
の
私
は
︑
母
に
し
み
じ
み
と
感
謝
し
た
い
の
だ
︒
こ
の
母
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
う
れ
し
い
と
思
う
︒
母
は
私
の
人
生
に
対
す

る
開
眼
の
動
機
と
な
っ
て
く
れ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
魂
の
開
眼
の
動
機
に
も
な
っ
て
く
れ
た
︒

作
家
丹
羽
文
雄
の
母
へ
の
回
想
記
は
︑
親
鸞
へ
の
傾
斜
と
重
な
り
︑
母
へ
の
思
い
も
同
時
に
強
く
な
っ
て
ゆ
く
︒
そ
の
中
に
刻
印
さ
れ

る
よ
う
に
置
か
れ
た
﹁
罪
の
意
識
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
一
体
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒
父
を
描
く
と
き
︑
そ
れ
は
父
を
描
き
な
が
ら
︑
同
時

に
お
の
れ
自
身
を
も
描
い
て
い
た
と
い
う
︵
注
４
参
照
︶︒
そ
し
て
︑
引
用
本
文
に
も
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
﹁
人
を
動
か
す
動
機
﹂
と

し
て
︑﹁
罪
の
意
識
﹂
を
考
え
て
い
た
と
い
う
︒

丹
羽
文
雄
の
母
と
父
へ
の
理
解
は
︑
親
鸞
を
理
解
す
る
の
に
等
し
か
っ
た
︒
作
家
・
丹
羽
文
雄
の
文
脈
を
辿
れ
ば
︑
母
を
書
き
︑
父
を

書
く
こ
と
は
︑
親
鸞
理
解
の
た
め
の
道
筋
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
善
良
な
家
族
制
度
に

悖
る
﹂
家
族
を
書
き
続
け
な
が
ら
︑
作
家
自
身
が
親
鸞
の
教
義
を
解
し
︑
教
義
の
内
容
を
通
じ
て
親
鸞
の
人
間
そ
の
も
の
に
近
づ
い
て
い

た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
丹
羽
文
学
の
特
色
と
独
自
性
と
が
指
摘
で
き
る
︒
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
﹁
可
能
性
﹂
と
は
︑
親
鸞
の
教

え
を
理
解
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
以
下
考
察
を
進
め
て
み
た
い
︒
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四
︑﹁
親
鸞
﹂
と
作
家
・
丹
羽
文
雄

丹
羽
文
雄
は
自
作
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
多
い
作
家
で
あ
る
が
︑
わ
け
て
も
﹁
親
鸞
﹂
に
関
す
る
記
事
は
多
い
︒
例
え
ば
︑﹁﹃
親
鸞
と

そ
の
妻
﹄
は
親
鸞
の
人
間
的
体
験
に
か
こ
つ
け
て
︑
私
自
身
が
親
鸞
の
歩
ん
だ
道
を
歩
み
た
い
た
め
に
始
め
た
長
編
小
説
で
あ
る
﹂
と
い

う
︒
さ
ら
に
︑﹁
元
来
私
は
︑
書
き
な
が
ら
何
か
を
発
見
し
て
い
く
型
の
作
家
で
あ
る
﹂
と
も
い
う
︵
注
７
︶︒

﹁
親
鸞
と
そ
の
妻
﹂
は
︑
昭
和
三
〇
年
の
暮
れ
か
ら
三
四
年
に
書
き
継
が
れ
︑﹃
主
婦
の
友
﹄
に
連
載
さ
れ
た
︒
そ
し
て
﹁
親
鸞
﹂
は
昭

和
四
〇
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
﹃
産
経
新
聞
﹄
に
連
載
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
作
品
を
書
き
続
け
な
が
ら
︑
作
家
は
︑
親
鸞
の
中
に
﹁
何

か
を
発
見
﹂
し
た
︒
そ
の
発
見
し
た
も
の
と
︑
こ
れ
ま
で
に
作
品
に
お
い
て
追
究
し
て
き
た
﹁
可
能
性
﹂
と
の
統
合
︑
そ
の
世
界
に
こ
そ
︑

作
家
丹
羽
文
雄
の
真
実
の
宇
宙
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

私
は
早
稲
田
大
学
を
卒
業
し
た
が
︑
そ
れ
は
父
の
期
待
︑
檀
家
の
期
待
で
あ
っ
た
︒
六
年
間
の
学
資
は
︑
檀
家
が
出
し
て
く
れ
た
︒

本
来
な
ら
ば
宗
教
大
学
に
は
い
る
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
わ
が
ま
ま
か
ら
早
稲
田
大
学
に
い
く
こ
と
を
許
し
て
く
れ
た
の
だ
︒
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
私
は
生
家
の
崇
顕
寺
を
と
び
出
し
た
︒
父
は
檀
家
に
顔
向
け
が
出
来
な
く
な
っ
た
︒
檀
家
は
激
怒
し
た
︒
殺
し
て

も
︑
あ
き
た
り
な
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
／
し
か
し
︑
私
は
母
に
代
わ
っ
て
父
に
復
讐
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
ん
な
こ
と

は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
︒
／
寺
院
生
活
が
い
や
で
い
や
で
︑
ま
た
小
説
が
書
き
た
く
て
︑
自
由
な
世
界
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
︵
注
８
︶︒

長
男
の
丹
羽
文
雄
は
︑
廃
嫡
の
処
分
を
受
け
︑
崇
顕
寺
は
弟
が
引
き
継
い
だ
︒
自
分
を
棄
て
て
家
出
を
し
た
母
の
ふ
る
ま
い
は
︑
﹁
善

良
な
家
族
制
度
に
悖
る
﹂
行
為
を
し
た
父
が
原
因
だ
っ
た
︒
そ
う
思
う
文
雄
の
︑﹁
父
へ
の
復
讐
﹂
と
は
︑
明
ら
か
に
母
の
側
に
た
っ
た

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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意
識
で
あ
る
︒
寺
院
を
継
承
し
な
か
っ
た
の
は
︑
実
は
﹁
復
讐
﹂
で
は
な
く
︑
自
身
の
﹁
自
由
な
世
界
﹂
へ
の
あ
こ
が
れ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
︒
文
雄
の
︑
こ
の
言
葉
を
信
じ
れ
ば
︑
し
だ
い
に
作
家
と
し
て
の
強
い
自
覚
が
湧
出
す
る
の
は
︑
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
作
家
と
は
︑

彼
に
と
っ
て
﹁
母
﹂
を
︑
そ
し
て
﹁
父
﹂
を
描
く
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
行
き
着
く
先
が
﹁
親
鸞
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒

﹁
父
﹂
は
︑
そ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
︑
し
だ
い
に
文
雄
の
自
画
像
と
し
て
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
っ
た
︒

母
へ
の
罵
詈
雑
言
は
︑
私
の
胸
の
中
で
こ
だ
ま
し
た
︒
当
然
私
の
心
は
平
静
で
は
な
か
っ
た
︒
母
の
肉
体
は
死
ん
だ
が
︑
思
い
出
は

鮮
明
に
残
り
︑
そ
れ
が
厄
介
な
︑
情
け
な
い
ひ
と
前
に
も
持
ち
出
せ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
や
が
て
そ
の
内
に
は
︑
忘
却
の

作
用
で
︑
母
へ
の
非
難
も
記
憶
の
中
で
次
第
に
色
が
あ
せ
て
い
く
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
を
待
つ
だ
け
だ
と
思
っ
た
︒
／
遺
骨
を
武
蔵
野

に
は
こ
ん
で
︑
葬
い
を
や
っ
た
︒
あ
い
に
く
小
雨
の
日
で
あ
っ
た
︒
会
葬
者
は
廂
の
下
で
雨
を
避
け
て
い
た
︒
金
木
犀
が
咲
い
て
い

た
︒︵
注
８
参
照
︒
但
し
引
用
は
二
二
三
頁
︑
以
下
引
用
頁
の
み
記
す
︶︒

こ
こ
で
の
﹁
母
へ
の
罵
詈
雑
言
﹂
と
は
︑
ほ
か
で
も
な
く
︑
二
児
を
置
い
て
家
庭
を
捨
て
て
︑
旅
芸
人
と
出
奔
し
た
生
母
の
︑
そ
し
て

そ
の
後
の
人
生
を
指
し
て
い
る
︒
そ
の
母
が
死
ん
だ
︒
肉
体
が
死
ん
で
︑
そ
の
﹁
思
い
出
は
鮮
明
に
残
る
﹂
と
い
う
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
︒

親
鸞
の
罪
の
意
識
は
︑
罪
と
い
う
も
の
の
分
別
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
も
っ
と
根
源
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
罪
を
つ
く
ら

さ
せ
る
人
生
全
体
の
不
如
意
を
問
題
に
し
た
︒
母
は
こ
れ
と
い
っ
て
法
律
上
の
罪
を
犯
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
不
安
な

人
生
を
生
き
た
母
は
︑
た
え
ず
罪
を
犯
す
危
機
の
中
に
生
き
て
い
た
︒
母
は
罪
悪
の
可
能
性
を
内
に
は
ら
ん
だ
ま
ま
生
き
て
い
た
︒

た
ま
た
ま
そ
れ
が
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
︒
岐
阜
を
追
い
た
て
ら
れ
た
り
︑
家
庭
に
あ
っ
て
は
困
り
も
の
と
な
り
︑
世
間
で
は
嗤

わ
れ
も
の
と
な
っ
た
︒
親
鸞
に
と
っ
て
は
︑
か
た
ち
に
あ
ら
わ
れ
な
い
罪
︑
罪
の
可
能
性
ま
で
が
罪
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
生
の
危
機

感
は
罪
悪
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
は
︑
そ
の
危
機
を
生
き
よ
と
教
え
た
︒
母
は
そ
の
と
お
り
生
き
た
︒
／
母
は
よ
く

よ
く
親
鸞
の
い
う
悪
人
だ
っ
た
︒
母
の
い
の
ち
が
つ
ね
に
い
か
に
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
︑
母
は
七
十
六
年
の
生
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涯
に
わ
た
っ
て
私
に
教
え
て
く
れ
た
︒
母
は
そ
の
通
り
に
生
き
た
︵
二
二
五
頁
〜
二
二
六
頁
︶︒

長
い
引
用
に
な
る
が
︑
母
の
生
涯
は
︑
親
鸞
の
教
え
そ
の
ま
ま
の
人
生
だ
っ
た
と
丹
羽
文
雄
は
書
く
︒
つ
ま
り
︑﹁
不
安
な
人
生
を
生

き
た
﹂
彼
の
母
は
︑﹁
罪
を
犯
す
危
機
の
中
﹂
に
あ
り
︑
ま
た
﹁
罪
の
可
能
性
﹂
を
内
に
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
現

実
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
現
実
﹂
と
は
︑﹁
岐
阜
を
追
い
た
て
ら
れ
た
り
︑
家
庭
に
あ
っ
て
は
困
り
も
の
と
な
り
︑

世
間
に
は
嗤
わ
れ
も
の
と
な
っ
た
﹂
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
次
の
よ
う
な
文
章
が
続
く
︒﹁
現
実
的
な
善
悪
の
基
準
や
理
性

や
良
心
で
も
っ
て
母
を
批
判
す
る
の
が
︑
い
か
に
愚
か
な
こ
と
か
﹂︒﹁
善
悪
是
非
の
も
の
さ
し
﹂
の
﹁
権
威
﹂
を
否
定
し
︑
親
鸞
の
﹁
善

悪
の
ふ
た
つ
︑
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
﹂
を
引
く
︒
母
に
も
私
に
も
善
悪
の
区
別
は
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
︒
母
の
﹁
人
間
性
を

凝
視
す
る
﹂
こ
と
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
性
根
を
す
え
て
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
﹂﹁
私
﹂
の
務
め
だ
と
察
知
し
た
と
い
う
︒
こ
こ
に
︑

丹
羽
文
雄
の
﹁
親
鸞
﹂
執
筆
の
動
機
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
人
間
の
孕
む
罪
の
可
能
性
を
母
に
み
た
作
家
は
︑
そ
れ
を
親
鸞
そ
の
人
に
確
か

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
母
こ
そ
親
鸞
の
い
う
往
生
の
正
因
の
資
格
を
十
二
分
に
そ
な
え
て
い
た
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を

肝
に
銘
じ
た
﹂
と
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
︒

母
は
私
の
内
部
に
生
き
て
い
る
︒
父
も
私
の
内
部
に
い
る
︒
と
も
に
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
︒
父
母
の
こ
と
を
誤
解
を
ま
ね
く
ほ
ど
に

露
悪
的
に
書
い
て
き
た
が
︑
父
母
を
語
る
こ
と
は
お
の
れ
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
十
一
月
二
十
二
日
に
︑
私
は
満
六
十
七
歳

と
な
っ
た
︒
六
十
七
に
も
な
り
な
が
ら
︑
お
の
れ
を
把
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
下
手
で
あ
る
︒
自
分
の
声
が
自
分
の
耳
に
よ
く
わ
か

ら
な
い
よ
う
に
︑
自
分
の
目
で
自
分
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
れ
を
父
母
が
代
わ
っ
て
し
て
く
れ
た
︒︵
二
三
〇
頁
︶︒

み
ず
か
ら
が
犯
す
か
も
知
れ
な
い
﹁
罪
の
可
能
性
﹂︑
そ
れ
を
母
と
父
と
は
︑
そ
の
生
涯
を
賭
け
て
し
め
し
て
く
れ
た
︒
母
を
語
り
父

を
描
く
こ
と
は
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
を
把
握
し
自
己
を
語
る
こ
と
だ
と
い
う
︑
作
家
の
自
覚
が
明
確
に
し
る
さ
れ
て
い
る
︒
作
品
﹁
親
鸞
﹂

は
︑
こ
の
よ
う
な
意
識
の
線
上
に
彫
琢
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ま
さ
に
自
己
を
再
生
さ
せ
る
営
み
で
あ
り
︑
母
と
父
の
塑
像
を
み

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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ず
か
ら
の
手
で
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

五
︑﹁
親
鸞
﹂
執
筆
の
態
度

丹
羽
文
雄
は
︑﹁
親
鸞
﹂
を
執
筆
し
た
と
き
の
態
度
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
︵
注
９
︶︒

昭
和
四
十
年
九
月
十
四
日
︑
サ
ン
ケ
イ
紙
上
に
長
編
の
第
一
回
を
発
表
し
て
以
来
︑
足
か
け
五
年
を
要
し
た
︒
四
十
四
年
三
月

三
十
一
日
に
終
っ
た
が
︑﹁
親
鸞
﹂
は
文
字
ど
お
り
私
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
と
な
っ
た
︒
千
二
百
八
十
二
回
︑
原
稿
紙
に
し
て

五
千
百
二
十
六
枚
に
な
る
︒

丹
羽
文
学
の
集
大
成
と
し
て
の
﹁
親
鸞
﹂
は
︑
新
聞
小
説
の
常
識
を
破
る
ほ
ど
の
長
期
連
載
と
な
っ
た
︒
彼
は
︑
こ
の
長
編
で
﹁
可
能

な
か
ぎ
り
親
鸞
の
人
間
性
を
追
究
し
た
つ
も
り
で
あ
る
﹂
と
も
し
る
し
て
い
る
︒
高
邁
な
宗
教
哲
理
を
説
く
親
鸞
で
は
な
く
︑
そ
の
﹁
人

間
性
﹂
を
求
め
た
作
家
の
眼
目
は
︑
母
を
描
き
︑
父
を
見
つ
め
た
丹
羽
文
雄
の
究
極
の
人
間
追
究
の
作
品
と
し
て
︑
世
に
問
わ
れ
た
︒
そ

れ
は
︑
ど
の
よ
う
な
世
界
を
描
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
そ
の
最
も
大
き
な
点
は
︑

新
聞
発
表
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
五
巻
本
新
潮
社
刊
﹃
親
鸞
﹄︵
昭
和
四
四
年
︶
と
の
異
同
に
あ
る
︒

親
鸞
は
王
朝
末
期
に
生
れ
︑
鎌
倉
初
期
︑
浄
土
真
宗
を
開
祖
し
た
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
日
野
有
範
の
子
︒
治
承
五
︵
一
一
八
一
︶
年
︑

叔
父
の
日
野
範
綱
に
連
れ
ら
れ
て
︑
慈
円
の
も
と
で
出
家
し
︑
九
歳
で
比
叡
山
に
登
っ
た
︒
以
来
二
〇
年
間
修
行
に
つ
と
め
た
が
︑
心
の

迷
い
は
き
え
ず
︑
二
九
歳
の
と
き
六
角
堂
参
籠
を
実
践
し
た
︒
そ
の
幼
少
年
期
は
源
平
の
合
戦
や
養
和
の
飢
饉
で
明
け
暮
れ
た
﹁
濁
世
﹂

で
あ
っ
た
︒﹁
五
濁
悪
事
悪
世
界
﹂︵
﹃
浄
土
和
讃
﹄
︶
を
た
だ
す
道
は
︑
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
す
る
ほ
か
は
な
い
世
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

幼
年
期
に
両
親
と
別
れ
た
親
鸞
は
︑
世
に
無
常
を
感
じ
て
出
家
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
伝
記
の
多
く
は
親
鸞
の
ひ
孫
覚
如
が
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著
し
た
﹃
御
伝
鈔
﹄︵
永
仁
三
年
・
一
二
九
五
年
︶
に
よ
る
︒
ま
た
︑
の
ち
に
親
鸞
の
妻
と
な
っ
た
恵
信
尼
が
晩
年
の
末
娘
の
覚
信
に
送
っ

た
手
紙
﹁
恵
信
尼
消
息
﹂
に
は
︑﹁
堂
僧
﹂
の
地
位
に
あ
っ
た
親
鸞
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︵
注
10
︶︒

さ
て
︑
丹
羽
文
雄
の
描
く
﹁
親
鸞
﹂
は
﹃
サ
ン
ケ
イ
新
聞
﹄
連
載
の
初
稿
か
ら
単
行
本
に
収
録
さ
れ
る
際
︑
六
角
堂
参
籠
の
時
に
み
た

﹁
夢
告
﹂
の
内
容
が
削
除
さ
れ
た
︒
夢
告
は
夢
の
中
に
現
れ
る
神
仏
の
お
告
げ
で
あ
り
︑
日
本
の
古
典
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
︒
神
武

天
皇
の
東
征
神
話
に
描
か
れ
る
熊
野
の
悪
神
を
制
圧
し
た
と
さ
れ
る
剣
の
話
や
︑
和
泉
式
部
の
熊
野
詣
で
の
と
き
の
熊
野
権
現
の
夢
告
な

ど
は
︑
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
六
角
堂
の
夢
告
と
は
な
に
か
︒
先
の
﹃
御
伝
鈔
﹄
の
﹁
六
角
夢
想
﹂
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
建
仁
三
︵
一
二
〇
三
︶
年
四
月

五
日
の
明
け
方
三
時
頃
に
親
鸞
は
夢
を
み
た
︒
そ
の
夢
は
︑
聖
徳
太
子
が
救
世
観
音
に
姿
を
変
え
︑
親
鸞
に
告
げ
た
︒﹁
行
者
宿
報
設
女

犯
︒
我
成
玉
女
身
被
犯
︒
一
生
之
間
能
荘
厳
︒
臨
終
引
導
極
楽
︒﹂
と
︒
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑﹁
仏
道
修
行
を
し
て
い
る
あ
な
た
が
︑
前

世
の
罪
の
報
い
と
し
て
︑
女
性
と
情
を
交
わ
す
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
私
は
︑
そ
れ
を
宿
縁
と
思
い
︑
玉
身
と
な
っ
て
あ
な
た
に
身
を
任
せ
ま

し
ょ
う
︒
そ
し
て
生
涯
に
わ
た
り
︑
あ
な
た
の
人
生
を
美
し
く
お
ご
そ
か
に
飾
り
た
て
︑
臨
終
の
機
が
訪
れ
た
と
き
に
は
︑
極
楽
浄
土
へ

と
お
導
き
い
た
し
ま
し
ょ
う
﹂︵
筆
者
意
訳
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
夢
告
に
よ
っ
て
︑
親
鸞
は
恵
信
尼
と
結
婚
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
恵
信
尼
も
ま
た
︑
夫
を
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
夢
を
み
た

と
い
う
︵
﹃
恵
信
尼
消
息
﹄
︶︒
親
鸞
が
法
然
上
人
に
帰
依
し
た
の
も
︑
こ
の
夢
告
に
よ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
自
力
の
仏
道
で
生
き
て
き
た
親
鸞

に
と
っ
て
︑
こ
の
本
願
他
力
の
法
然
の
教
義
︵
専
修
念
仏
︶
は
︑
そ
の
後
の
親
鸞
の
人
生
を
決
し
た
の
で
あ
る
︒
念
仏
の
み
に
よ
っ
て
救

わ
れ
る
と
い
う
教
え
に
は
︑
修
行
も
学
問
も
不
要
で
あ
り
︑﹁
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
﹂
を
一
心
に
称
え
る
︑
そ
れ
だ
け
が
救
済
の
方
法
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
初
稿
に
書
き
込
ん
だ
﹁
夢
告
﹂
の
場
面
を
︑
単
行
本
収
録
の
際
に
丹
羽
文
雄
は
削
除
し
た
︒
こ
の
理
由
は
何
か
︒
濱
川
勝

彦
氏
は
﹁﹃
人
間
性
の
重
視
﹄
が
齎
し
た
変
容
の
跡
で
あ
り
︑
丹
羽
の
偽
ら
ざ
る
誠
実
の
記
録
﹂
だ
と
意
味
づ
け
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
に

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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よ
っ
て
︑﹁
よ
り
合
理
的
な
親
鸞
像
を
刻
む
﹂
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
濱
川
氏
は
︑
丹
羽
文
雄
の
合
理
主
義
︑
現
実
主
義
︑
人

間
性
の
重
視
の
姿
勢
が
﹁
親
鸞
﹂
に
は
あ
り
︑
そ
れ
が
親
鸞
の
流
刑
地
と
な
っ
た
越
後
に
お
け
る
親
鸞
の
心
境
を
自
在
に
描
く
こ
と
が
で

き
た
と
す
る
︵
注
11
︶︒

越
後
へ
の
流
罪
と
は
︑
親
鸞
三
五
歳
の
と
き
︑
専
修
念
仏
が
弾
圧
を
う
け
︑
親
鸞
も
罪
を
う
け
流
刑
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
︒
親
鸞
は

流
刑
地
で
四
年
余
り
を
過
ご
し
︑
罪
を
許
さ
れ
た
が
そ
の
後
の
消
息
は
明
ら
か
で
な
く
︑
三
年
後
に
関
東
に
姿
を
現
す
ま
で
の
詳
細
は
わ

か
ら
な
い
︒
丹
羽
文
雄
の
筆
は
︑
こ
の
越
後
時
代
に
多
く
を
割
き
︑
人
間
親
鸞
を
自
在
に
彫
琢
し
た
︒
そ
こ
に
丹
羽
﹁
親
鸞
﹂
の
特
色
が

あ
り
︑
現
実
か
ら
遊
離
し
た
超
能
力
者
・
宗
教
者
と
し
て
の
親
鸞
を
排
除
し
た
︒
母
を
描
き
父
を
凝
視
し
た
現
実
を
︑
そ
し
て
廃
嫡
さ
れ

た
自
己
の
︿
罪
﹀
の
意
識
を
も
︑
こ
の
作
家
は
親
鸞
を
通
し
て
確
か
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
と
め
︱
﹁
横
超
﹂
の
可
能
性

丹
羽
文
雄
は
︑
親
鸞
に
関
し
て
︑
次
の
よ
う
な
語
録
に
似
た
言
葉
を
残
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
箇
条
書
き
し
て
抜
き
出
し
て
み
よ
う
︒

︵
１
︶﹁
親
鸞
の
人
間
的
な
苦
悩
は
︑
ひ
と
ご
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒﹂

︵
２
︶
｢私
は
母
を
借
り
て
人
間
の
う
ち
に
あ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︑
虚
偽
︑
不
安
を
描
い
た
つ
も
り
で
あ
る
︒﹂

︵
３
︶
｢果
た
し
て
幾
人
が
自
分
の
魂
の
問
題
と
し
て
宗
教
を
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
彼
ら
の
大
部
分
は
一
種
の
教
養
と
し
て
宗
教
に

関
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹂

︵
４
︶
｢大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
︑
文
学
の
中
に
宗
教
が
登
場
し
な
か
っ
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
宗
教
と
は
︑
自

己
に
絶
望
し
た
あ
と
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒﹂︵
以
上
︑﹁
親
鸞
の
こ
と
﹂
昭
和
三
五
年
七
月
︑
雪
華
社
﹃
人
生
作
法
﹄
所
収
︶
︒
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︵
５
︶﹁
私
が
親
鸞
を
知
る
方
法
は
︑
た
ま
た
ま
本
堂
で
説
教
師
の
法
話
を
聞
く
か
︑
書
物
の
上
か
ら
で
あ
っ
た
︒
そ
の
親
鸞
を
身
近
に

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
生
母
の
問
題
か
ら
で
あ
っ
た
︒
そ
の
と
き
か
ら
親
鸞
の
教
え
が
私
の
現
実
と
な
っ
た
︒
﹂

︵
６
︶﹁
親
鸞
の
宗
教
的
実
存
に
よ
る
人
間
認
識
は
︑
抽
象
的
で
は
な
い
︒
人
間
の
業
苦
︑
絶
対
悪
の
扶
出
は
具
体
的
で
あ
り
︑
現
実
的

で
あ
る
︒
親
鸞
の
罪
の
意
識
そ
の
絶
望
︑
そ
の
懺
悔
は
︑
七
百
五
十
年
後
の
今
日
の
私
た
ち
の
胸
に
も
強
烈
に
ひ
び
く
︒
同
時
に
あ

の
讃
嘆
は
︑
絶
望
と
懺
悔
に
入
り
ま
じ
っ
て
︑﹁
運
命
﹂
の
交
響
楽
の
よ
う
に
力
強
く
︑
し
か
も
な
ま
な
ま
し
く
私
た
ち
の
胸
に
鳴

り
わ
た
る
︒
し
か
も
そ
の
こ
と
ば
は
︑
い
ま
ま
で
誰
か
ら
も
聞
か
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
声
で
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
﹂︵
以
上
︑﹁﹃
親
鸞
﹄

あ
と
が
き
﹂
昭
和
四
四
年
九
月
︑
新
潮
社
刊
﹃
親
鸞
﹄
所
収
︶︒

見
て
き
た
よ
う
に
︑
丹
羽
文
雄
は
親
鸞
の
人
間
と
し
て
の
悩
み
・
生
き
方
・
処
世
︑
そ
れ
ら
を
通
し
て
︑
母
を
︑
父
を
︑
振
り
返
り
︑

そ
し
て
︑
お
の
れ
自
身
を
確
か
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
父
を
モ
デ
ル
と
し
︑
半
ば
自
分
を
語
っ
た
長
編
﹁
一
路
﹂︵
昭
和
三
七
年
〜
昭
和

四
一
年
︶
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

浄
土
真
宗
寺
院
の
住
職
伏
木
好
道
は
︑
一
流
料
亭
で
才
覚
を
揮
う
加
那
子
を
︑
寺
院
経
営
に
い
か
そ
う
と
し
て
迎
え
る
︒
戦
争
末
期
︑

空
襲
の
激
し
く
な
っ
た
寺
院
の
闇
の
中
で
︑
加
那
子
は
若
い
院
代
と
あ
や
ま
ち
を
犯
す
︒
好
道
は
︑
北
海
道
の
別
院
に
出
か
け
て
本
坊
を

留
守
に
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
︒
敗
戦
後
︑
帰
郷
し
た
夫
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
た
加
那
子
は
︑
生
ま
れ
て
き
た
娘
の
の
ぶ
子
を
檀
家
総

代
に
養
女
と
し
て
ひ
き
と
っ
て
も
ら
う
︒
長
じ
て
の
ち
︑
在
京
の
加
那
子
の
次
男
聡
は
同
郷
か
ら
上
京
し
て
き
た
総
代
の
娘
と
恋
仲
に
な

る
︒
二
人
は
︑
同
じ
母
を
も
つ
異
父
兄
妹
で
あ
っ
た
︒
加
那
子
は
聡
に
は
す
べ
て
を
打
ち
明
け
︑
の
ぶ
子
に
は
事
実
を
知
ら
せ
ず
人
工
中

絶
を
強
要
す
る
︒
の
ぶ
子
は
自
殺
す
る
︒

こ
の
作
中
の
﹁
加
那
子
は
私
で
あ
る
﹂︵
﹁
あ
と
が
き
﹂
︶
と
作
者
は
い
う
︒
こ
の
作
品
に
は
﹁
専
修
念
仏
﹂
の
実
践
者
で
あ
る
﹁
妙
好
人
﹂

の
こ
と
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
︒﹁
わ
し
が
念
仏
を
唱
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
﹂︒
大
河
内
昭
爾
氏
は
﹁
妙
好
人
の
必
然
性
が
浄
土
真
宗
の
思
想

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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の
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
︑
丹
羽
文
雄
の
心
の
側
に
あ
っ
た
と
い
う
自
明
な
事
実
の
重
み
﹂
を
指
摘
す
る
︵
注
12
︶︒

加
那
子
が
作
家
自
身
の
抱

え
る
宿
業
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
道
筋
で
昇
華
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
一
路
﹂
の
末
尾
は
︑
次
の
よ
う
な
描
写
で
終
わ
っ

て
い
る
︒

あ
や
ま
ち
の
末
︑
生
み
落
し
た
娘
を
︑
わ
が
手
に
か
け
て
殺
し
た
も
同
然
の
女
が
そ
こ
に
い
た
︒
罪
の
お
そ
ろ
し
さ
に
う
ち
の
め
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
女
は
︑
救
い
を
も
と
め
て
い
る
︒
苦
し
む
こ
と
が
宿
命
と
い
い
な
が
ら
︑
加
那
子
は
も
が
い
て
い
た
︒
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
身
を
さ
い
な
ま
な
け
れ
ば
︑
仏
の
声
が
き
こ
え
な
い
も
の
か
︒
釈
迦
を
ま
ね
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
女
を
救
う
こ

と
が
出
来
な
け
れ
ば
︑
好
道
は
僧
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
五
十
八
年
の
生
涯
は
︑
こ
の
い
っ
と
き
の
た
め
に
生
き
て
き

た
よ
う
で
あ
っ
た
︒
／
本
堂
の
闇
は
︑
う
す
く
な
っ
た
︒
東
面
の
ガ
ラ
ス
戸
が
す
こ
し
明
る
く
な
っ
た
︒
小
鳥
の
声
を
好
道
は
き
い

た
︒︵
引
用
は
﹃
丹
羽
文
雄
全
集
﹄
第
一
四
巻
︑
一
九
七
六
年
三
月
︑
講
談
社
︑
四
九
六
頁
︒
︶

加
那
子
は
︑
妙
好
人
そ
の
ひ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
力
が
尽
き
︑
自
分
を
責
め
立
て
る
気
力
も
失
っ
た
妻
を
好
道
は
見
守
っ
た
︒
妻
は
呻

き
声
を
あ
げ
た
︒
そ
の
呻
き
声
は
︑
好
道
の
体
の
中
に
も
︑
あ
っ
た
︒
深
夜
の
本
堂
は
呻
き
声
で
埋
ま
っ
た
︒
﹁
親
鸞
﹂
で
人
間
を
描
く

こ
と
に
徹
し
た
作
家
は
︑
自
力
修
行
に
よ
っ
て
悟
達
す
る
竪じ
ゅ

超
ち
ょ
う

で
は
な
く
︑﹁
横
超
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
て
い
る
︒
妙
好
人
と
な
っ
た

加
那
子
に
は
︑
横
超
を
予
感
さ
せ
る
祈
り
の
姿
が
あ
る
︒
丹
羽
文
学
に
は
︑
母
に
も
父
に
も
︑
そ
し
て
登
場
す
る
人
物
に
も
︑
再
生
・
蘇

生
へ
の
祈
り
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
が
親
鸞
の
人
間
的
塑
像
を
構
築
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

親
鸞
の
﹁
人
間
的
苦
悩
﹂︵
﹃
人
生
作
法
﹄
︶
と
は
︑
決
し
て
特
別
な
も
の
で
は
な
い
︒
ご
く
身
近
な
ひ
と
の
か
か
え
る
︑
そ
れ
は
ご
く
普

通
の
﹁
苦
悩
﹂
で
あ
り
︑﹁
罪
﹂
の
も
つ
内
実
を
さ
し
て
い
る
︒
丹
羽
文
雄
の
﹁
親
鸞
﹂
に
特
別
な
意
味
を
付
与
す
る
と
す
れ
ば
︑
妙
好

人
と
な
っ
た
お
の
れ
が
︑﹁
横
超
﹂
の
い
っ
と
き
を
待
っ
て
︑
祈
り
続
け
る
し
か
な
い
と
す
る
考
え
だ
ろ
う
か
︒
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
成

熟
す
る
作
家
の
﹁
可
能
性
﹂
と
は
︑﹁
横
超
﹂
が
近
づ
き
︑
現
出
す
る
と
き
の
一
瞬
を
知
る
こ
と
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒
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︵
注
︶

︵
１
︶
生
母
を
描
く
代
表
作
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
﹁
鮎
﹂
以
前
に
︑
短
編
﹁
秋
﹂︵﹃
街
﹄
第
一
巻
第
五
号
︑
大
正
一
五
年
一
一
月
︶
が
存
在
し
た
︒
﹁
鮎
﹂

執
筆
ま
で
の
道
の
り
を
考
察
し
た
中
島
国
彦
氏
は
︑﹁
秋
﹂
の
推
敲
課
程
に
お
い
て
︑
丹
羽
文
雄
の
文
体
が
確
立
す
る
様
相
を
解
説
し
て
い
る
︵
講

談
社
文
芸
文
庫
﹃
鮎
・
母
の
日
・
妻
﹄
二
〇
〇
六
年
一
月
︑
講
談
社
︶︒

︵
２
︶
﹃
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
二
卷

鮎
・
太
陽
蝶
﹄︵
一
九
七
六
年
一
月
︑
講
談
社
︶
に
収
録
さ
れ
た
﹁
自
叙
伝
に
つ
い
て
の
考
察
︱
創
作
ノ
ー
ト
﹂

︵
三
九
〇
頁
︶
に
よ
る
︒

︵
３
︶
河
野
多
恵
子
と
大
河
内
昭
爾
の
対
談
﹁
丹
羽
文
学
の
す
が
た
﹂︵﹃
季
刊
文
科
﹄
二
四
号
︑
平
成
一
五
年
六
月
︶
で
︑
河
野
は
﹁
自
分
の
も
の
で
わ

た
く
し
性
の
強
い
の
に
紋
多
︑
鈴
鹿
を
お
使
い
に
な
る
の
よ
ね
﹂
と
丹
羽
作
品
の
登
場
人
物
名
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
一
人
称
で
は
な
く
︑
名

前
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
自
分
の
首
筋
﹂
を
書
こ
う
と
し
た
丹
羽
文
雄
の
心
中
を
︑
丹
羽
自
身
の
説
明
と
し
て
語
っ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑

﹁
再
会
﹂
﹁
九
年
目
の
土
﹂
で
は
紋
多
︑﹁
靑
麥
﹂
で
は
鈴
鹿
を
丹
羽
文
雄
は
用
い
た
︒

︵
４
︶
衣
斐
弘
行
﹁
﹃
菩
提
樹
﹄︹
鑑
賞
︺﹂︵﹃
丹
羽
文
雄
文
藝
事
典
﹄
二
〇
一
三
年
三
月
︑
和
泉
書
院
︶
参
照
︒
こ
の
中
で
︑﹁
菩
提
樹
﹂
の
宗
珠
は
﹁
父

を
あ
る
程
度
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
が
同
時
に
私
で
も
あ
っ
た
﹂︵﹁﹃
菩
提
樹
﹄
に
就
い
て
﹂
︶
と
い
う
丹
羽
文
雄
自
身
の
言
葉
︵
角
川
版
﹃
丹
羽
文

雄
作
品
集
﹄
︵
六
︶
月
報
に
掲
載
︶
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
父
を
描
く
作
品
は
︑
丹
羽
文
雄
に
と
っ
て
︑
徐
々
に
自
ら
の
歩
み
を
描
く
﹁
自
叙
伝
﹂

と
し
て
の
形
態
を
成
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
５
︶
秦
昌
弘
﹁
丹
羽
文
雄

人
と
文
学
﹂︵﹃
丹
羽
文
雄
文
藝
事
典
﹄
二
〇
一
三
年
三
月
︑
和
泉
書
院
︶
参
照
︒
﹁
丹
羽
文
雄
を
文
学
に
向
か
わ
せ
た
の
は

祖
母
と
両
親
の
三
角
関
係
に
加
え
︑
青
年
期
に
は
同
棲
し
て
い
た
女
性
か
ら
味
わ
わ
さ
れ
た
塗
炭
の
苦
し
み
の
体
験
が
︑
男
女
が
織
り
な
す
愛
憎

の
な
か
に
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
姿
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
﹂︵
四
頁
︶
と
あ
る
︒

︵
６
︶
丹
羽
文
雄
﹃
ひ
と
我
を
非
情
の
作
家
と
呼
ぶ

親
鸞
へ
の
道
﹄︵
一
九
八
四
年
一
一
月
︑
光
文
社
︶
︑
二
七
三
頁
︒
同
書
で
﹁
私
は
母
が
救
わ
れ
て

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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い
る
の
を
つ
よ
く
感
じ
た
︒
す
る
と
︑
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
︒
母
に
関
す
る
一
切
の
否
定
的
な
も
の
が
︑
水
に
洗
わ
れ
た
よ
う
に
私
の
胸
か
ら
消

え
て
し
ま
っ
た
︒
う
ら
み
も
悲
し
み
も
︑
は
ら
だ
た
し
さ
も
一
挙
に
洗
い
流
さ
れ
た
︒
あ
と
の
胸
の
中
に
は
︑
少
年
の
私
が
母
を
呼
ぶ
声
が
き
こ

え
る
よ
う
で
あ
っ
た
﹂︵
二
七
四
頁
︶
と
あ
る
︒

︵
７
︶
丹
羽
文
雄
﹁
親
鸞
の
こ
と
﹂︵﹃
人
生
作
法
﹄
昭
和
三
五
年
七
月
︑
雪
華
社
︶︒
但
し
︑
引
用
は
大
河
内
昭
爾
編
﹃
小
説
家
の
中
の
宗
教

丹
羽
文
雄

宗
教
語
録
﹄
︵
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
︑
桜
楓
社
︶︑
九
五
頁
︒

︵
８
︶
丹
羽
文
雄
﹃
佛
に
ひ
か
れ
て

わ
が
心
の
形
成
史
﹄︵
昭
和
四
六
年
一
二
月
︑
読
売
新
聞
社
︶︑
六
七
頁
︒

︵
９
︶﹁
﹃
親
鸞
﹄
あ
と
が
き
﹂︵﹃
親
鸞
﹄
昭
和
四
四
年
九
月
︑
新
潮
社
︶︒
但
し
︑
引
用
は
大
河
内
昭
爾
編
﹃
小
説
家
の
中
の
宗
教

丹
羽
文
雄
宗
教
語
録
﹄

︵
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
︑
桜
楓
社
︶︑
一
一
一
頁
︒

︵
10
︶
﹁
堂
僧
﹂
と
は
︑
常
行
三
昧
堂
と
い
う
堂
の
中
で
︑
常
に
念
仏
を
称
え
る
僧
の
こ
と
︒
比
叡
山
で
は
堂
侶
︑
堂
衆
︑
堂
僧
と
い
う
区
分
が
あ
り
︑
高

い
身
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
毎
日
︑
読
経
に
明
け
暮
れ
る
若
き
日
の
親
鸞
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
︒
な
お
︑
当
時
の
比
叡
山
で
は
開
祖
最
澄

の
精
神
と
遊
離
し
︑
俗
化
し
武
装
し
た
僧
侶
軍
団
が
横
行
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒﹃
大
法
輪
﹄︿
特
集
・
親
鸞
小
事
典
﹀︵
第
七
七
巻
第
一
一
号
︑

平
成
二
二
年
一
一
月
︶
な
ど
参
照
︒

︵
11
︶
濱
川
勝
彦
﹁
丹
羽
文
雄
﹃
親
鸞
﹄
に
お
け
る
二
つ
の
問
題
︱
六
角
堂
参
籠
と
悪
人
正
機
﹂︵﹃
丹
羽
文
雄
と
田
村
泰
次
郎
﹄
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
︑

学
術
出
版
会
︶︑
お
よ
び
﹁
丹
羽
文
雄
﹃
親
鸞
﹄
に
お
け
る
信
心
の
形
成
︱
﹁
越
後
時
代
﹂
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
神
戸
女
子
大
国
文
﹄
平
成
二
一
年

三
月
︶
︒

︵
12
︶
大
河
内
昭
爾
﹃
追
悼
丹
羽
文
雄
﹄︵
二
〇
〇
六
年
四
月
︑
鳥
影
社
︶︑
一
二
〇
頁
︒
同
書
に
収
録
さ
れ
た
﹁
︿
横
超
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
で
︑﹁﹃
一
路
﹄

は
世
の
つ
ね
の
屈
折
を
も
ち
な
が
ら
も
︑
と
も
か
く
一
筋
に
の
び
て
来
て
︑
さ
い
ご
に
め
く
る
め
く
深
淵
に
加
那
子
た
だ
一
人
た
た
ず
む
と
こ
ろ

で
終
止
符
が
う
た
れ
た
︒
次
元
を
こ
と
に
す
る
︿
横
超
﹀
へ
の
暗
示
が
︑
ど
れ
ほ
ど
読
者
に
は
げ
し
い
量
感
を
も
っ
て
訴
え
る
か
と
い
う
一
点
に
︑
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こ
の
作
品
の
主
題
は
ひ
た
す
ら
か
か
っ
て
お
り
︑
若
し
﹃
一
路
﹄
を
純
粋
に
宗
教
小
説
と
呼
ぶ
な
ら
ば
︑
こ
の
作
品
の
価
値
は
そ
の
一
点
に
存
在

す
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹂︵
八
三
頁
︶
と
あ
る
︒
ひ
た
す
ら
に
念
じ
る
加
那
子
は
︑
他
力
の
彼
岸
思
想
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
︒
そ
こ
に
﹁
宗
教
小
説
﹂
と
し
て
の
作
品
の
価
値
を
見
る
の
で
あ
る
︒﹁
夢
告
﹂
よ
り
は
︑
よ
り
現
実
的
な
宗
教
の
あ
り
よ
う
が
︑
こ
の

作
品
に
託
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

︹
付
記
︺

本
稿
に
お
け
る
﹁
再
会
﹂﹁
九
年
目
の
土
﹂﹁
亡
き
母
へ
の
感
謝
﹂
の
本
文
は
︑﹃
母
︑
そ
し
て
ふ
る
さ
と

丹
羽
文
雄
作
品
集
﹄︵
平
成
一
八
年
四
月
︑

四
日
市
市
立
博
物
館
編
集
・
発
行
︶
所
収
の
本
文
に
拠
っ
た
︒
そ
の
他
の
引
用
本
文
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
た
も
の
に
拠
る
︒

な
お
︑
本
稿
は
︑
平
成
二
七
年
一
一
月
二
二
日
に
︑
四
日
市
市
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ミ
ナ
ー
﹁
丹
羽
文
雄
を
知
る
﹂
の
講
演

資
料
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
日
は
︑
丹
羽
文
雄
の
誕
生
日
に
あ
た
り
︑
ま
た
没
後
一
〇
周
年
を
記
念
し
た
行
事
が
同
市
で
催
さ
れ
て
お
り
︑

そ
こ
に
参
列
さ
れ
た
御
親
族
の
丹
羽
多
聞
ア
ン
ド
リ
ウ
氏
に
偶
然
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
︒
丹
羽
文
雄
を
介
し
た
不
思
議
な
御
縁
を
有
難

く
思
う
︒

講
演
会
に
際
し
︑
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
四
日
市
市
立
博
物
館
館
長
・
谷
岡
経
津
子
氏
︑
桑
名
市
市
立
博
物
館
館
長
・
秦
昌
弘
氏
を
は
じ
め
︑
関

係
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
は
ん
だ

よ
し
な
が
・
皇
學
館
大
学
特
別
教
授
︶

丹
羽
文
雄
に
お
け
る
︽
母
と
父
︾︵
半
田
︶
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