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◆ キーワード　「法事の使」／「馬の落物」／和尚と小僧譚／愚人譚／巧智譚

「
法
事
の
使
」
と
「
馬
の
落
物
」
を
め
ぐ
っ
て

大 

嶋　

善 

孝

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
愚
か
聟
（
息
子
）
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
法
事
の
使
」（
大

成
番
号
三
三
三
Ａ
・
Ｂ
）
と
和
尚
と
小
僧
譚
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
馬
の
落

物
」（
大
成
番
号
五
三
九
）
の
関
係
を
論
じ
て
、
笑
話
研
究
の
新
し
い
立
場

を
提
示
し
た
い
。

「
法
事
の
使
」
は
『
日
本
昔
話
大
成
』
で
、
笑
話
の
な
か
の
愚
人
譚
に
分

類
さ
れ
、
さ
ら
に
愚
人
譚
の
な
か
の
愚
か
聟
（
息
子
）
に
分
類
さ
れ
て
い

る（
１
）。

管
見
の
限
り
で
は
一
九
二
六
年
に
森
口
多
里
の
『
黄
金
の
馬
』
に
「
馬

鹿
息
子
の
話
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
と
、
同
年
に
外
山
暦
郎
の
『
越

後
三
条
南
郷
談
』
に
「
グ
ズ
バ
タ
の
話
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
が
、

も
っ
と
も
古
い
報
告
例
と
思
わ
れ
る
（
２
）。

以
後
、『
日
本
昔
話
名
彙
』
に
「
ぐ

つ
の
話
（
ぶ
つ
問
答
・
ぶ
つ
の
話
・
ぐ
つ
問
答
と
も
）」
と
し
て
一
九
例

（
出
典
の
み
）
が
あ
げ
ら
れ
、「
ぐ
つ
は
鍋
の
粥
の
煮
え
る
音
で
、
さ
う
い

ふ
名
の
愚
か
息
子
が
い
つ
迄
も
其
音
に
返
事
を
し
た
と
い
ふ
話
。
其
前
後

に
寺
の
和
尚
を
迎
へ
に
行
く
條
、
風
呂
を
焚
く
と
て
法
衣
を
焼
く
條
、
甘

酒
瓶
の
尻
を
お
さ
へ
て
居
れ
と
い
ふ
條
な
ど
附
加
す
る
。」
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
（
３
）。

こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
く
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
話
型
と
言
え
る
。

一
方
、「
馬
の
落
物
」
は
『
日
本
昔
話
大
成
』
で
、
笑
話
の
な
か
の
巧
智

譚
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
巧
智
譚
の
な
か
の
和
尚
と
小
僧
に
分
類
さ
れ
て

い
る
（
４
）。
一
九
二
六
年
に
佐
々
木
喜
善
の
『
紫
波
郡
昔
話
』
に
「
剃
刀
（
和

尚
と
小
僧
譚
其
八
）」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
が
、
管
見
の
限
り
で
は

も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
（
５
）。

こ
の
事
例
は
「
鮎
は
剃
刀
」（
大
成
番
号

五
二
九
Ａ
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、「
鮎
は
剃
刀
」
も
『
日
本
昔
話
大
成
』

で
、
笑
話
の
な
か
の
巧
智
譚
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
巧
智
譚
の
な
か
の
和

尚
と
小
僧
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
後
述
す
る
よ
う
に
「
馬
の
落
物
」
と
「
鮎

は
剃
刀
」
は
結
び
付
い
て
語
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。『
日
本
昔
話
名
彙
』
で

は
、「
和
尚
と
小
僧
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
る
。「
此
話
は
細
か
く
分

類
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
大
よ
そ
意
味
無
く
、
又
数
に
も
限
り
が
あ
る
。

神
童
譚
よ
り
の
分
化
と
み
と
め
ら
れ
、
最
初
は
こ
の
類
の
夙
慧
譚
の
生
長
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し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
大
方
今
は
笑
話
化
し
て
「
和
尚
小
僧
」
の
名
で

通
り
、
和
尚
を
笑
ふ
方
へ
の
び
て
ゐ
る
。
別
に
小
僧
も
愚
か
で
あ
っ
た
話

は
「
愚
か
村
」
と
共
通
で
あ
る
。」
と
さ
れ
（
７
）、

イ
〜
ル
の
十
一
の
話
型
が
区

別
さ
れ
て
い
る
。「
鮎
は
剃
刀
」
と
「
馬
の
落
物
」
は
「
イ　

馬
か
ら
落
ち

た
も
の
は
皆
拾
ふ
」
と
呼
ば
れ
、
七
例
（
出
典
の
み
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
和
尚
と
小
僧
」
は
「
笑
話
」
で
は
な
く
「
完
形
昔
話
」
の
中

の
「
知
慧
の
は
た
ら
き
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
独
特
の
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。

「
鮎
は
剃
刀
」
と
「
馬
の
落
物
」
に
は
、
石
塚
一
雄
に
よ
る
ま
と
ま
っ
た

研
究
が
あ
る
。
石
塚
は
室
町
時
代
の
皇
族
で
『
看
聞
日
記
』
の
作
者
で
も

あ
る
後
崇
光
院
が
筆
録
し
た
説
話
断
簡
に
つ
い
て
、「
鮎
は
剃
刀
」
と
「
馬

の
落
物
」
に
一
致
す
る
点
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
院
が
筆
録
し
た
説
話

の
復
元
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
鮎
は
剃
刀
」
と
「
馬
の
落

物
」
の
口
承
の
事
例
を
集
成
し
て
い
る
（
８
）。

ま
た
、
和
尚
と
小
僧
譚
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
玉
水
洋
匡
が

「
餅
は
本
尊
様
」（
大
成
番
号
五
三
五
）
を
扱
っ
て
い
る
。
小
僧
が
こ
っ
そ
り

食
べ
て
本
尊
の
口
に
な
す
り
付
け
た
食
物
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

食
文
化
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
（
９
）。

二
〇
一
二
年
に
は
、
琴
榮
辰
の

『
東
ア
ジ
ア
笑
話
比
較
研
究
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
琴
は
、
日
本
の
小
僧
と
和

尚
譚
と
朝
鮮
の
資
料
の
詳
細
な
比
較
を
試
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
飴
は

毒
」（
大
成
番
号
五
三
二
）
に
つ
い
て
、『
沙
石
集
』
と
の
関
連
や
朝
鮮
に
も

類
話
が
あ
る
こ
と
が
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
琴
は
『
村
談
解
頤
』

（
一
四
八
三
年
以
前
成
立
の
朝
鮮
の
笑
話
集
）
と
中
国
の
『
金
瓶
梅
詞
話
』

な
ど
の
比
較
か
ら
、「
以
前
『
沙
石
集
』
に
影
響
を
与
え
た
中
国
の
「
和
尚

と
小
僧
譚
」
に
変
化
が
生
じ
、
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
新
た
な
「
和

尚
と
小
僧
譚
」
の
影
響
が
中
国
で
は
『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
、
朝
鮮
で
は
『
村

談
解
頤
』
に
、
さ
ら
に
日
本
で
は
『
一
休
諸
国
物
語
』
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
現

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
）
10
（

。」
と
中
国
か
ら
日
本
・
朝
鮮
へ
の
影
響

が
二
度
に
わ
た
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
影
響
関
係
と
そ
れ
が
生
じ
た
時
期

に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
点
に
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

一　
「
法
事
の
使
」

「
法
事
の
使
」
は
、
次
の
よ
う
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

要
素
1　

グ
ツ
と
呼
ば
れ
る
愚
か
な
息
子
が
い
る
。
グ
ツ
は
罠
に
掛
か
っ

た
鳥
や
獣
を
放
し
て
し
ま
う
。
父
親
や
母
親
や
兄
か
ら
罠
に
か
か
っ
た
も

の
は
何
で
も
叩
け
と
言
わ
れ
、
罠
に
掛
か
っ
た
母
親
や
父
親
を
殺
し
て
し

ま
う
。

要
素
2　

グ
ツ
は
法
事
（
葬
儀
）
の
た
め
に
寺
に
和
尚
を
迎
え
に
行
く
よ

う
に
命
じ
ら
れ
る
が
、
和
尚
は
黒
い
着
物
を
着
て
い
る
な
ど
と
教
え
ら
れ
、

烏
や
牛
を
和
尚
と
思
っ
て
話
し
か
け
る
。
烏
が
カ
ア
ー
カ
ア
ー
と
鳴
く
の

で
、
母
親
の
法
事
（
葬
儀
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
な
ど
と
話
し
か
け
る
事
例

も
あ
る
。
な
お
、
鹿
児
島
県
で
は
、
和
尚
で
は
な
く
、
医
者
を
迎
え
に
行

く
と
語
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

要
素
3　

グ
ツ
は
飯
を
炊
く
よ
う
に
父
親
や
母
親
や
兄
か
ら
命
じ
ら
れ
る
。

飯
の
炊
け
る
グ
ツ
グ
ツ
と
い
う
音
が
す
る
。
自
分
を
呼
ん
で
い
る
と
勘
違
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い
し
、
何
度
も
返
事
を
す
る
が
音
が
す
る
の
で
、
自
分
を
馬
鹿
に
し
て
い

る
と
思
っ
て
飯
に
灰
を
入
れ
る
。
あ
る
い
は
ク
ッ
タ
ク
ッ
タ
と
い
う
音
が

す
る
の
で
、
食
っ
て
い
な
い
と
怒
る
事
例
も
あ
る
。

要
素
4　

和
尚
を
も
て
な
す
た
め
に
甘
酒
の
瓶
を
二
階
や
天
井
裏
か
ら
下

ろ
す
。
グ
ツ
は
甘
酒
の
瓶
の
尻
を
持
て
と
言
わ
れ
、
瓶
で
は
な
く
自
分
の

尻
を
持
つ
。
瓶
が
落
ち
て
割
れ
る
。

要
素
5　

和
尚
を
風
呂
に
入
れ
る
が
、
風
呂
が
ぬ
る
い
。
グ
ツ
は
そ
の
あ

た
り
の
物
は
何
で
も
燃
や
せ
と
言
わ
れ
、
和
尚
の
衣
や
着
物
を
燃
や
す
。

和
尚
は
芋
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
と
い
う
事
例
も
多
い
。

『
日
本
昔
話
大
成
』
の
「
昔
話
の
型
」
で
は
、
要
素
1
〜
5
で
構
成
さ
れ

る
も
の
を
三
三
三
Ａ
と
し
、
要
素
１
を
欠
い
た
も
の
を
三
三
三
Ｂ
と
し
て

い
る）

11
（

。
要
素
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
は
要
素

の
並
ぶ
順
序
は
1
か
ら
5
へ
の
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
、
要
素
1
〜
5
の

う
ち
の
い
く
つ
か
が
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
類
話
間
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
な
お
、『
日
本
昔
話
通
観
』

で
は
、
要
素
1
〜
5
が
そ
ろ
っ
た
も
の
を
「
八
七
〇
番　

法
事
の
使
い
」、

要
素
3
を
「
八
六
八
番　

ぐ
ず
」、
要
素
４
を
「
八
六
七
番　

瓶
の
尻
」、

要
素
5
を
「
八
六
九
番　

衣
を
焼
く
」
と
し
て
い
る）

12
（

。

こ
の
昔
話
は
愚
人
譚
で
あ
り
、
グ
ツ
と
い
う
愚
か
者
が
愚
行
を
繰
り
返

す
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
愚
行
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
愚
行
の
内
容
を
詳

し
く
見
る
と
、
少
し
ず
つ
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

要
素
１
で
は
、
ま
ず
グ
ツ
は
獲
物
に
な
る
山
鳥
や
猪
が
ど
う
い
う
も
の

か
知
ら
な
い
。
さ
ら
に
グ
ツ
は
親
や
兄
の
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
し
た

た
め
に
母
親
や
父
親
を
死
な
せ
る
。

要
素
2
で
は
、
ま
ず
グ
ツ
は
和
尚
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
ら
な
い
。

さ
ら
に
黒
い
着
物
を
着
て
高
い
所
に
い
る
と
い
う
説
明
を
誤
解
し
て
烏
を

和
尚
と
間
違
え
る
。

要
素
3
で
は
、
飯
が
炊
け
る
グ
ツ
グ
ツ
と
い
う
音
を
自
分
の
名
前
と
誤

解
す
る
。

要
素
4
は
、
聞
き
違
い
が
誤
解
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
点
は
要
素
３
と

共
通
す
る
が
、
そ
こ
に
は
瓶
の
尻
と
人
間
の
尻
と
い
う
形
態
上
の
共
通
性

も
関
わ
っ
て
い
る
。

要
素
5
で
は
、
グ
ツ
は
風
呂
焚
き
に
関
す
る
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行

し
た
た
め
に
、
入
浴
中
の
和
尚
の
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
は
、
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、

要
素
1
と
要
素
5
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
要
素
1
で
、
グ
ツ
が
母
親
や
父
親
か
ら
ど
の
よ
う
な
指
示
を
さ

れ
る
か
を
見
た
い
。
以
下
の
事
例
で
は
、
語
り
手
の
居
住
地
、
氏
名
、
生

年
（
ま
た
は
調
査
時
の
年
齢
）
の
順
に
あ
げ
、
居
住
地
の
市
町
村
名
が
変

更
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
か
っ
こ
内
に
現
在
の
市
町
村
名
を
記
す
。
語
り

手
が
不
明
な
場
合
は
採
話
地
だ
け
を
、
語
り
手
の
生
年
（
ま
た
は
調
査
時

の
年
齢
）
が
不
明
な
場
合
は
居
住
地
と
氏
名
だ
け
を
記
す
。

事
例
1
の
1　

宮
城
県
登
米
郡
迫
町
（
現
登
米
市
）
新
田　

伊
藤
ひ
さ
み　

一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）

要
素
1
〜
3
で
構
成
さ
れ
る
が
、
母
親
に
畑
か
ら
牛
蒡
を
抜
い
て
皮
を

む
け
と
言
わ
れ
、
ご
ん
ぼ
馬
っ
コ
（
尾
の
短
い
馬
）
を
殺
し
て
皮
を
剥
ぐ
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と
い
う
要
素
が
要
素
2
と
3
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
罠
を
見
に
行
っ

た
ブ
ツ
は
鹿
と
雉
を
逃
が
し
て
し
ま
う
と
、
母
親
か
ら
「
何
で
も
引
っ
掛

が
っ
て
だ
ら
獲
っ
て
こ
」
と
言
わ
れ
、
隣
の
婆
様
が
罠
に
か
か
っ
た
の
を

た
た
き
殺
し
て
し
ま
う）

13
（

。

事
例
1
の
2　

鳥
取
県
東
伯
郡
赤
碕
町
（
現
琴
浦
町
）
大
父　

川
上
貞
蔵　

一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）

要
素
１
〜
４
で
構
成
さ
れ
る
が
、
罠
を
見
に
行
っ
た
弟
は
兎
を
逃
が
す
。

兄
は
「
か
か
っ
た
も
ん
な
ら
、
な
ん
で
も
取
っ
て
来
に
ゃ
い
け
ん
わ
い
」
と

弟
に
言
う
。
父
親
が
罠
に
か
か
る
と
、
弟
は
棒
で
た
た
き
殺
し
て
し
ま
う）

14
（

。

事
例
1
の
3　

広
島
県
山
県
郡
加
計
町
（
現
安
芸
太
田
町
）
杉
ノ
泊　

河

野
オ
ク
ヨ　

一
九
一
五
年
（
大
正
四
）

要
素
1
・
2
・
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、
兄
が
愚
か
。
兄
が
罠
を
見
に
行

き
、
山
鳥
を
逃
が
す
。
弟
は
「
今
日
は
何
で
も
い
い
か
ら
か
か
っ
と
っ
た

も
の
は
何
で
も
引
っ
ぱ
っ
て
帰
れ
」
と
言
う
。
罠
に
母
親
が
か
か
っ
て
い

る
が
、
兄
は
殺
し
て
引
っ
ぱ
っ
て
帰
る
）
15
（

。

事
例
1
の
4　

長
崎
県
五
島
列
島
有
川
町
（
現
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
）

要
素
1
・
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、
グ
ツ
は
罠
を
見
に
行
き
、

雉
と
猪
を
逃
が
す
。
兄
は
「
こ
れ
か
ら
は
何
で
も
か
か
っ
て
い
る
も
の
は

逃
が
さ
ず
に
ぞ
ろ
ぞ
ろ
そ
び
い
て
来
い
」
と
言
う
。
母
親
が
罠
に
か
か
る

と
、
グ
ツ
は
家
ま
で
そ
び
い
て
来
た
の
で
母
親
は
死
ん
で
し
ま
う）

16
（

。

グ
ツ
が
「
何
で
も
獲
っ
て
来
い
」
と
か
「
何
で
も
引
っ
ぱ
っ
て
来
い
」

と
指
示
さ
れ
、
そ
の
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
し
て
、
隣
の
婆
様
や
父
親

や
母
親
が
罠
に
か
か
っ
て
も
、
た
た
い
た
り
引
っ
ぱ
っ
て
来
た
り
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
要
素
5
で
グ
ツ
が
ど
の
よ
う
な
指
示
を
さ
れ
る
か
を
見
た
い
。

事
例
1
の
5　

新
潟
県
古
志
郡
山
古
志
村
（
現
長
岡
市
）
字
虫
亀　

長
島

ツ
ル　

一
八
六
八
年
（
明
治
元
）

要
素
2
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
。
ズ
ブ
は
風
呂
焚
き
を
命
じ
ら
れ
る
が
、

「
火
を
た
け
と
言
う
て
も
、
た
き
も
ん
が
な
い
ど
。」
と
言
う
。
す
る
と
、

「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
ん
を
、
何
で
も
、
た
け
や
。」
と
言
わ
れ
、
ズ
ブ
は
和

尚
の
脱
い
だ
着
物
や
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う）

17
（

。

事
例
1
の
6　

富
山
県
射
水
郡
小
杉
町
（
現
射
水
市
）
黒
河　

伊
藤
京
枝　

一
八
六
三
年
（
文
久
3
）

要
素
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
が
（
た
だ
し
3
・
2
・
5
の
順
）、
グ

ズ
と
ダ
ブ
の
兄
弟
、
二
人
と
も
愚
か
。
要
素
2
・
5
の
主
人
公
は
ダ
ブ
。

要
素
3
の
主
人
公
は
グ
ズ
。
ダ
ブ
が
醤
油
を
買
い
に
行
き
、
醤
油
の
ダ
ブ

ダ
ブ
と
い
う
音
を
自
分
の
名
を
呼
ん
で
い
る
と
思
い
、
醤
油
を
捨
て
る
と

い
う
要
素
が
あ
る
。
ダ
ブ
は
風
呂
焚
き
を
命
じ
ら
れ
、「
そ
こ
ね
あ
る
も
ん
、

何
で
も
え
え
け
で
、
少
し
焚
い
て
く
れ
っ
し
ゃ
い
ま
ん
」
と
言
わ
れ
、
和

尚
の
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う）

18
（

。

事
例
1
の
7　

徳
島
県
美
馬
郡

要
素
2
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、
ブ
ツ
は
風
呂
焚
き
を
命
じ
ら
れ
、「
そ

こ
ら
へ
ん
の
も
の
な
ん
で
も
た
い
と
け
」
と
言
わ
れ
、
和
尚
の
衣
も
み
ん

な
燃
や
し
て
し
ま
う）

19
（

。

事
例
1
の
8　

熊
本
県
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
（
現
阿
蘇
市
）
役
犬
原　

城
戸
親

間　

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）



110

要
素
2
・
4
・
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、
馬
鹿
息
子
は
風
呂
焚
き
を
命
じ
ら

れ
、「
何
を
く
べ
よ
う
か
い
」
と
言
う
と
、「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
ん
を
何
で
も

え
え
け
、
く
べ
え
」
と
言
わ
れ
、
和
尚
の
衣
や
褌
を
燃
や
し
て
し
ま
う）

20
（

。

要
素
5
で
は
「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
燃
や
せ
」
と
指
示
さ
れ
、

和
尚
が
脱
い
だ
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
要
素
1
と
要
素
5
で

は
、
主
人
公
は
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
指
示
は
「
何

で
も
〇
〇
し
ろ
。」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二　
「
馬
の
落
物
」
と
「
鮎
は
剃
刀
」

「
馬
の
落
物
」
と
「
鮎
は
剃
刀
」
は
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

次
の
よ
う
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

要
素
Ａ　

和
尚
が
鮎
を
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
小
僧
が
見
つ
け
る
と
、
和

尚
は
剃
刀
だ
と
言
う
。

要
素
Ｂ　

小
僧
が
供
を
し
て
、
和
尚
が
馬
に
乗
っ
て
出
掛
け
る
。
川
を
渡

る
と
き
に
鮎
が
泳
い
で
い
る
の
で
、
小
僧
は
剃
刀
が
泳
い
で
い
る
と
言
う
。

要
素
Ｃ　

和
尚
は
小
僧
に
見
た
も
の
は
見
捨
て
に
、
聞
い
た
も
の
は
聞
き
捨

て
に
し
ろ
と
言
う
。
和
尚
の
帽
子
が
落
ち
る
が
、
小
僧
は
何
も
言
わ
な
い
。

要
素
Ｄ　

和
尚
は
小
僧
に
落
ち
た
も
の
は
何
で
も
拾
え
と
言
う
。
馬
が
糞

を
す
る
と
、
小
僧
は
糞
を
拾
っ
て
帽
子
に
入
れ
る
。

『
日
本
昔
話
大
成
』
の
「
昔
話
の
型
」
で
は
、
要
素
Ａ
・
Ｂ
で
構
成
さ
れ

る
も
の
を
「
鮎
は
剃
刀
」（
大
成
番
号
五
二
九
Ａ
）、
要
素
Ｃ
・
Ｄ
で
構
成

さ
れ
る
も
の
を
「
馬
の
落
物
」（
大
成
番
号
五
三
九
）
と
し
て
い
る）

21
（

。『
日

本
昔
話
通
観
』
で
は
、
要
素
Ａ
・
Ｂ
を
「
六
〇
五
番　

和
尚
と
小
僧―

あ

ゆ
は
か
み
そ
り
」、
要
素
Ｃ
・
Ｄ
を
「
六
〇
六
番　

和
尚
と
小
僧
―
馬
の

落
と
し
物
」
と
し
て
い
る）

22
（

。

本
稿
で
は
、
要
素
Ｄ
に
注
目
し
た
い
。

事
例
2
の
1　

山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
大
石
沢　

高
橋
し
の
ぶ　

一
九
七
〇
年
当
時
六
九
歳

要
素
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
で
構
成
さ
れ
る
が
、
小
僧
は
川
に
雑
魚
が
い
る
と
言

う
。
和
尚
の
笠
が
飛
ぶ
が
小
僧
は
教
え
な
い
。
小
僧
は
「
落
ち
る
も
の
何

で
も
拾
え
」
と
言
わ
れ
、
馬
糞
を
笠
で
受
け
る）

23
（

。

事
例
2
の
2　

石
川
県
能
美
郡
尾
口
村
（
現
白
山
市
）
深
瀬

要
素
Ｃ
・
Ｄ
で
構
成
さ
れ
る
が
、
小
僧
は
見
捨
て
・
聞
き
捨
て
で
は
な

く
、
下
を
見
な
い
で
歩
け
と
命
じ
ら
れ
る
。
和
尚
の
帽
子
が
飛
ば
さ
れ
る

が
、
小
僧
は
何
も
し
な
い
。
小
僧
は
「
馬
か
ら
落
ち
る
も
の
は
、
何
で
も

取
れ
」
と
言
わ
れ
、
帽
子
で
馬
糞
を
受
け
る）

24
（

。

事
例
2
の
3　

広
島
県
神
石
郡
神
石
町
（
現
神
石
高
原
町
）
永
野　

横
山
馨

事
例
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
の
帽
子
が
落
ち
る
が
、

小
僧
は
何
も
し
な
い
。
小
僧
は
「
馬
か
ら
落
ち
た
も
の
は
何
ん
で
も
拾
え
」

と
言
わ
れ
、
馬
糞
を
帽
子
に
い
っ
ぱ
い
入
れ
る）

25
（

。

事
例
2
の
4　

大
分
県
北
海
部
郡
臼
杵
町
（
現
臼
杵
市
）　

後
藤
寅
生

要
素
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
で
構
成
さ
れ
る
が
、
小
僧
は
「
馬
の
上
か
ら
落
つ
る

も
ん
は
、
な
ん
で
ん
拾
う
ち
ょ
け
」
と
言
わ
れ
、
笠
で
馬
糞
を
受
け
る）

26
（

。

小
僧
は
「
馬
か
ら
落
ち
た
も
の
は
何
で
も
拾
え
」
と
指
示
さ
れ
、
馬
か

ら
落
ち
た
糞
を
拾
っ
て
笠
や
帽
子
の
中
に
入
れ
た
り
、
笠
や
帽
子
で
馬
の
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糞
を
受
け
る
が
、
こ
の
よ
う
な
指
示
は
、
先
述
の
「
法
事
の
使
」
の
要
素

１
に
お
け
る
「
何
で
も
獲
っ
て
来
い
」
と
か
「
何
で
も
引
っ
ぱ
っ
て
来
い
」

と
い
う
指
示
や
、
要
素
５
に
お
け
る
「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
燃

や
せ
」
と
い
う
指
示
と
類
似
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
指
示
も
「
何
で
も

〇
〇
し
ろ
」
と
い
う
形
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
主
人
公
は
そ
の
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
の
で
あ
る
。

「
法
事
の
使
」
は
愚
人
譚
に
分
類
さ
れ
、「
馬
の
落
物
」
は
巧
智
譚
に
分

類
さ
れ
る
が
、
主
人
公
の
行
為
に
注
目
し
た
場
合
、
実
は
両
者
が
近
い
位

置
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
心
理
ま
で
掘
り
下
げ
て
分
析
す
る
な
ら

ば
、
要
素
Ｄ
に
お
け
る
小
僧
の
行
為
は
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
の

で
は
な
く
、
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
ふ
り
を
し
た
賢
い
行
為
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
と
い
う
行
為
が
、

「
法
事
の
使
」
の
要
素
1
・
5
で
は
愚
か
さ
の
表
れ
と
な
り
、「
馬
の
落
物
」

の
要
素
Ｄ
で
は
賢
さ
の
表
れ
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
外
形
上
は
同
一
の
行
為
が
愚
か
な
行
為
に
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

賢
い
行
為
に
な
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
聞
き
手
は
二
つ
の
行
為

の
背
後
に
あ
る
心
理
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
法

事
の
使
」
の
事
例
を
見
て
い
く
と
、
冒
頭
で
、
主
人
公
で
あ
る
グ
ツ
に
つ

い
て
馬
鹿
な
子
で
あ
る
と
か
、
少
し
足
り
な
い
子
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る

事
例
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
以
下
の
事
例
を
見
よ
う
。

事
例
2
の
5　

新
潟
県
両
津
市
（
現
佐
渡
市
）
馬
首　

斎
藤
チ
エ　

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）

要
素
5
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
が
、「
お
父
さ
ん
と
ば
か
な
息
子
が
い
ま
し

た
。」
と
始
ま
る）

27
（

。

事
例
2
の
6　

京
都
府
竹
野
郡
弥
栄
町
（
現
京
丹
後
市
）
小
田　

堀
江
ム

メ　

一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）

要
素
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、「
三
人
の
兄
弟
連
れ
お
っ
て
、
ぶ

す
い
う
子
が
阿
呆
み
た
い
な
子
で
」
と
始
ま
る）

28
（

。

事
例
2
の
7　

岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
（
現
真
庭
市
）
呰
部　

大
森
か
つ

子　

一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）

要
素
1
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
が
（
た
だ
し
順
は
1
・
3
・
4
・
2
・

5
）、「
む
か
し
む
か
し
、
ぐ
ず
い
う
、
ち
い
と
あ
ほ
う
な
子
が
お
っ
た
そ

う
な
。」
と
始
ま
る）

29
（

。

事
例
2
の
8　

愛
媛
県
八
幡
浜
市
日
土
町
今
出　

井
上
ツ
ル
ノ　

一
九
〇
〇

年
（
明
治
三
三
）

要
素
1
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
が
、「
む
か
し
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に

「
ぶ
つ
」
と
「
と
く
」
と
い
う
二
人
の
兄
弟
が
あ
り
ま
し
て
な
、
ほ
し
て
、

ぶ
つ
は
ほ
ん
に
頭
の
わ
る
い
、
ほ
ん
で
、
と
く
は
兄
の
ほ
う
で
、
少
し
は

え
え
ん
で
す
ら
い
（
頭
が
い
い
の
で
す
）。」
と
始
ま
る）

30
（

。

ま
た
、
主
人
公
の
グ
ズ
や
グ
ツ
や
ブ
ス
と
い
う
名
前
は
、
要
素
３
で
飯

が
煮
え
た
と
き
の
音
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
名
前
自
体
に
愚
か
者
と
い
う
含
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
次
の
事
例
を
見
た
い
。

事
例
2
の
9　

山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
小
玉
川　

佐
藤
と
よ
い　

一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
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要
素
2
〜
4
で
構
成
さ
れ
る
。「
と
ん
と
む
が
し
あ
っ
け
ど
や
れ
。
あ
る

村
に
、
親
た
ち
に
早
く
死
な
れ
て
、
兄
（
あ
に
）
ゃ
と
ぐ
ず
な
弟
（
お
じ
）

と
二
人
コ
で
暮
ら
す
家
あ
っ
た
け
ど
や
れ
。」
で
始
ま
る
が
、「
ぐ
ず
＝
の

ろ
ま
な
・
ま
ぬ
け
な
」
と
い
う
注
が
あ
る
。
要
素
2
で
は
弟
が
和
尚
と
牛

を
間
違
え
る
と
、
兄
は
「
ぐ
ず
だ
な
あ
。」
と
言
う
。
要
素
3
で
は
飯
が
炊

け
て
「
ぐ
ず
っ　

ぐ
ず
っ　

ぐ
ず
っ　

ぐ
ず
っ
」
と
い
う
音
が
す
る
と
、

弟
は
自
分
の
こ
と
を
呼
ん
だ
と
思
い
、
弟
は
怒
っ
て
飯
を
捨
て
る
。
す
る

と
、
兄
は
弟
に
「
そ
っ
だ
か
ら
、
ぐ
ず
だ
っ
て
言
わ
れ
る
あ
ん
だ
わ
。」
と

言
う
）
31
（

。
事
例
2
の
9
で
は
、「
ぐ
ず
」
は
、
弟
の
名
前
か
ど
う
か
あ
ま
り
明
確
で

は
な
い
が
、
愚
か
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
法
事
の
使
」
で
は
、
主
人
公
が
愚
か
者
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
手
に
伝
え

る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
冒
頭
で
主
人
公
の
能
力
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
主
人
公
の
名
前
が

愚
か
さ
を
連
想
さ
せ
る
場
合
も
、
同
様
の
効
果
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
馬
の
落
物
」
に
限
ら
ず
和
尚
と
小
僧
譚
で
は
、
聞

き
手
は
冒
頭
で
登
場
人
物
が
和
尚
と
小
僧
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
話
が
賢
い
小
僧
が
和
尚
を
や
り
込
め
る
話
で
あ
る
と
了
解

す
る
場
合
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。

「
法
事
の
使
」
の
場
合
、
聞
き
手
は
主
人
公
が
愚
か
で
あ
る
こ
と
を
了
解

し
て
い
る
の
で
、
グ
ツ
の
行
為
を
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
愚
か
な

行
為
と
し
て
受
け
取
る
の
に
対
し
て
、「
馬
の
落
物
」
の
場
合
、
聞
き
手
は

小
僧
が
賢
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
の
で
、
小
僧
の
行
為
を
指
示
を
字
義

通
り
に
実
行
す
る
ふ
り
を
し
た
賢
い
行
為
と
し
て
受
け
取
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
に
、
行
為
の
外
見
上
の
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
背

後
の
心
理
を
混
同
す
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　
「
法
事
の
使
」
と
和
尚
と
小
僧
譚

前
節
で
は
、
愚
人
譚
で
あ
る
「
法
事
の
使
」
と
巧
智
譚
で
あ
る
「
馬
の
落

物
」
が
、
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し

た
議
論
は
形
式
的
な
も
の
で
、
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、「
法
事
の
使
」
の
要
素
５
を
も
う
一
度
と

り
あ
げ
て
、
別
の
角
度
か
ら
愚
人
譚
と
巧
智
譚
の
連
続
性
を
示
し
た
い
。

前
節
で
は
、
要
素
5
に
つ
い
て
「
和
尚
を
風
呂
に
入
れ
る
が
、
風
呂
が

ぬ
る
い
。
グ
ツ
は
そ
の
あ
た
り
の
物
は
何
で
も
燃
や
せ
と
言
わ
れ
、
和
尚

の
衣
や
着
物
を
燃
や
す
。
和
尚
は
芋
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
と
い
う
事

例
も
多
い
。」
と
ま
と
め
た
。
グ
ツ
は
、
そ
の
あ
た
り
の
も
の
を
何
で
も
燃

や
せ
と
言
わ
れ
て
和
尚
の
衣
や
着
物
を
燃
や
す
の
だ
が
、
誰
が
そ
の
よ
う

な
指
示
を
し
た
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
す
る
と
、
は
っ
き
り
と

読
み
取
れ
な
い
事
例
も
多
い
が
、
グ
ツ
の
兄
や
母
親
や
父
親
が
指
示
を
し

た
事
例
と
、
和
尚
が
指
示
を
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
兄
や
母
親
や
父
親
が
グ
ツ
に
指
示
し
た
事
例
を
あ
げ
よ
う
。

事
例
3
の
1　

新
潟
県
五
泉
市
東
郷
屋
川　

白
井
ト
ミ　

一
九
六
二
〜

六
七
年
当
時
七
七
歳

要
素
2
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
。
母
親
と
グ
ス
と
い
う
息
子
。
グ
ス
は
風
呂
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焚
き
を
命
じ
ら
れ
、
焚
き
物
が
な
い
と
言
う
と
、
母
親
が
「
そ
ん
げ
な
こ
と
、

い
う
て
い
の
で
、
そ
こ
ら
に
あ
る
が
ん
、
み
ん
な
、
た
け
や
。」
と
言
う
。

グ
ス
は
和
尚
の
衣
や
着
物
を
み
な
焚
い
て
し
ま
い
、
和
尚
は
裸
で
帰
る
）
32
（

。

事
例
3
の
2　

岐
阜
県
郡
上
郡
大
和
村
（
現
郡
上
市
）
上
剣　

小
池
新
五

郎　

一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）

要
素
2
・
4
・
5
で
構
成
さ
れ
る
。
父
親
と
グ
ズ
。
和
尚
が
も
う
少
し

焚
い
て
く
れ
と
言
い
、
グ
ズ
が
「
何
を
焚
い
た
ら
よ
か
ろ
う
」
と
言
う
と
、

父
親
が
「
何
で
も
い
い
か
ら
、
そ
こ
ら
の
も
の
を
く
べ
よ
」
と
言
う
。
グ

ズ
は
衣
を
焚
い
て
し
ま
い
、
和
尚
は
朴
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
）
33
（

。

事
例
3
の
3　

岡
山
県
真
庭
郡
八
束
村
（
現
真
庭
市
）
花
園　

小
谷
伊
勢

与　

一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）

要
素
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
。
兄
と
弟
の
グ
ツ
。
衣
が
な
い
の
で
、

和
尚
が
グ
ツ
に
訊
ね
る
と
、「
あ
あ
、
兄
貴
が
、『
そ
こ
ら
の
物
を
な
ん
で

も
持
っ
て
っ
て
焚
い
た
げ
え
』
言
う
た
て
え
、
焚
い
て
し
も
う
た
」
と
答

え
る
。
グ
ツ
は
家
を
出
さ
れ
、「
一
つ
覚
え
・
物
売
型
」（
大
成
番
号

三
三
〇
Ａ
）
に
続
く
。
グ
ツ
は
火
事
場
で
尻
を
あ
ぶ
り
、
水
を
か
け
る
よ

う
に
言
わ
れ
る
。
夫
婦
喧
嘩
に
水
を
か
け
て
、
仲
裁
す
る
も
の
だ
と
言
わ

れ
る
。
牛
の
喧
嘩
の
仲
裁
を
し
て
殺
さ
れ
る）

34
（

。

事
例
3
の
4　

香
川
県
香
川
郡
香
川
町
（
現
高
松
市
）
浅
野
道
端
、
赤
松

亀
太
郎
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）

要
素
2
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
。
母
親
と
グ
ッ
ツ
。
和
尚
を
風
呂
に
入
れ

る
が
、
焚
く
物
が
な
い
。
母
親
に
訊
ね
る
と
、
母
親
が
「
焚
く
物
が
な
け

れ
ば
、
そ
こ
ら
に
あ
る
物
な
ん
で
も
焚
い
と
け
」
と
言
う
の
で
、
グ
ッ
ツ

は
和
尚
の
衣
を
燃
や
す
。
和
尚
は
芋
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
）
35
（

。

今
度
は
、
和
尚
が
グ
ツ
に
指
示
し
た
事
例
を
あ
げ
よ
う
。

事
例
3
の
5　

新
潟
県
南
蒲
原
郡
下
田
村
（
現
三
条
市
）
楢
山　

栁
取
洋

子　

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）

要
素
2
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
。
父
親
と
グ
シ
。
坊
さ
ん
が
「
ち
い
と
ぬ

る
い
す
け
、
そ
こ
ら
へ
ん
に
あ
る
も
ん
、
ぜ
ん
ぶ
く
べ
て
く
れ
。」
と
言
う

の
で
、
着
物
も
褌
も
燃
や
し
て
し
ま
う
。
坊
さ
ん
は
蕗
の
葉
で
前
を
隠
し

て
帰
る
）
36
（

。

事
例
3
の
6　

岐
阜
県
恵
那
郡
加
子
母
村
（
現
中
津
川
市
）
田
口
喜
美
枝　

一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）

要
素
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
。
兄
と
グ
ツ
。
グ
ツ
が
焚
く
も
の
が

な
い
と
言
う
と
、
和
尚
が
「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
、
何
で
も
く
べ
て
た
け
」

と
言
う
の
で
、
衣
も
燃
や
す
。
和
尚
は
桐
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
）
37
（

。

事
例
3
の
7　

広
島
県
甲
奴
郡
上
下
町
（
現
府
中
市
）
有
福　

居
神
治
郎　

一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
）

要
素
2
・
3
・
5
で
構
成
さ
れ
る
。
母
親
と
ブ
ツ
。
和
尚
が
「
こ
り
ゃ

い
け
な
あ
。
そ
こ
へ
あ
る
も
の
を
、
な
ん
ね
え
か
な
あ
と
、
く
べ
え
の
。

そ
う
せ
に
ゃ
あ
寒
く
て
い
け
な
あ
」
と
言
う
の
で
、
衣
を
燃
や
す
。
蕗
の

葉
で
隠
し
て
帰
る
）
38
（

。

事
例
3
の
8　

大
分
県
東
国
東
郡
武
蔵
町
（
現
国
東
市
）
内
田　

宮
崎
シ

オ　

一
九
五
八
年
当
時
六
九
歳

要
素
1
〜
5
で
構
成
さ
れ
る
。
父
親
と
ブ
ス
。
坊
さ
ん
を
風
呂
に
入
れ

る
。
坊
さ
ん
が
「
も
う
ひ
と
く
べ
焚
い
ち
く
り
い
。
温
（
ぬ
る
）
い
き
」
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と
言
い
、
ブ
ス
が
「
今
焚
く
物
が
ね
え
」
と
答
え
る
と
、「
何
で
ん
そ
こ
に

あ
る
物
を
く
び
い
」
と
言
う
の
で
、
坊
さ
ん
の
衣
も
燃
や
し
て
し
ま
う
。

坊
さ
ん
は
里
芋
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
）
39
（

。

グ
ツ
の
行
為
は
外
形
上
は
同
一
で
あ
る
が
、
事
例
3
の
1
〜
4
で
は
、

グ
ツ
は
兄
や
母
親
や
父
親
か
ら
の
「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
燃
や

せ
」
と
い
う
指
示
を
受
け
て
和
尚
の
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
事

例
3
の
5
〜
8
で
は
、
和
尚
か
ら
の
同
様
の
指
示
を
受
け
て
和
尚
の
衣
を

燃
や
し
て
し
ま
う
。
和
尚
の
指
示
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
事
例
3
の
5
〜
8
が
、
和
尚
と
小
僧
譚
に
一
歩
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
登
場
人
物
が
グ
ツ
で
は
な
く
、
小
僧
に
な
っ
て
い
る
事
例
も
、

い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

事
例
3
の
9　

鳥
取
県
東
伯
郡
関
金
町
（
現
倉
吉
市
）
郡
家　

池
田
清
蔵　

一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
）

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
が
法
事
に
行
く
が
、
留
守
中
に
風
呂
を

沸
か
す
よ
う
に
小
僧
に
言
い
付
け
る
。
和
尚
が
帰
っ
て
来
る
と
、
小
僧
は

木
が
な
い
の
で
ま
だ
沸
い
て
な
い
と
答
え
る
。
和
尚
は
「
ま
あ
、
そ
こ
ら

に
あ
る
物
を
く
べ
と
け
え
」
と
言
う
。
小
僧
は
、
法
事
か
ら
戻
っ
て
脱
い

で
あ
っ
た
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
う
。
小
僧
は
和
尚
か
ら
、「
や
、
こ
の
だ
ら

ず
め
が
」
と
ひ
ど
く
叱
ら
れ
る）

40
（

。

事
例
3
の
10　

岡
山
県

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
あ
る
寺
に
グ
ズ
と
い
う
小
僧
が
い
る
。
和
尚

が
風
呂
を
炊
く
よ
う
に
言
う
。
和
尚
が
風
呂
に
入
っ
て
か
ら
、
ぬ
る
い
の

で
風
呂
を
焚
け
と
言
う
。
小
僧
が
焚
物
が
な
い
と
答
え
る
と
、和
尚
は
「
な

い
こ
と
は
な
い
。
何
か
あ
ろ
う
。
あ
る
も
ん
は
何
で
も
か
ま
わ
ん
、
く
べ

て
し
ま
え
。」
と
言
う
。
小
僧
は
、和
尚
の
衣
も
袈
裟
も
燃
や
し
て
し
ま
う
。

和
尚
は
着
る
も
の
が
な
い
の
で
、
蕗
の
葉
で
前
を
隠
す
）
41
（

。

事
例
3
の
11　

広
島
県
神
石
郡
豊
松
村
（
現
神
石
高
原
町
）
赤
木
勇
夫　

一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
と
小
僧
が
檀
家
に
法
要
に
行
き
、
和
尚

は
檀
家
の
風
呂
に
入
る
。
和
尚
が
小
僧
に
風
呂
を
焚
く
よ
う
に
言
う
と
、

小
僧
は
く
べ
る
物
が
な
い
と
言
う
。
和
尚
は
、「
無
あ
こ
た
ぁ
無
か
ろ
う
が
。

そ
こ
ら
の
物
を
探
ぁ
て
み
い
。
何
ぞ
く
べ
る
物
が
あ
ろ
う
け
え
。
何
で
も

良
（
え
）
え
け
え
、
そ
こ
ら
に
あ
る
物
を
拾
う
て
く
べ
え
」
と
言
う
。
小

僧
は
衣
を
焼
く
。
和
尚
は
蕗
の
葉
で
前
を
隠
し
て
帰
る
）
42
（

。

事
例
3
の
12　

山
口
県
周
防
大
島
（
現
大
島
郡
周
防
大
島
町
）

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
が
小
僧
を
連
れ
て
法
事
に
行
く
。
そ
こ

で
風
呂
を
す
す
め
ら
れ
て
入
る
。
湯
が
ぬ
る
い
の
で
小
僧
に
火
を
焚
か
せ

る
が
、
小
僧
は
薪
が
な
く
な
っ
た
と
言
う
。
和
尚
は
「
そ
こ
ら
に
あ
る
も

の
を
何
で
も
焚
け
」
と
言
う
。
小
僧
は
衣
を
焚
い
て
し
ま
う
。
和
尚
は
裸

で
寺
に
帰
る
）
43
（

。

事
例
3
の
13　

徳
島
県
三
好
郡
東
祖
谷
山
村
（
現
三
好
市
）
菅
生　

宮
内

文
夫　

一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
と
小
僧
が
法
事
に
行
く
。
和
尚
が
風
呂

に
入
る
と
、
ぬ
る
い
の
で
小
僧
を
呼
び
、
焚
く
よ
う
に
命
じ
る
。
焚
く
も

の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
小
僧
が
ぐ
ず
く
ず
し
て
い
る
と
、
和
尚
は
「
何
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で
も
早
よ
燃
や
せ
」
と
言
う
。
小
僧
は
衣
も
褌
も
燃
や
す
。
和
尚
は
、
ご

ぼ
う
の
葉
で
隠
し
て
帰
る
）
44
（

。

事
例
3
の
14　

大
分
県
東
国
東
郡
国
見
町
（
現
国
東
市
）
赤
根　

末
綱
サ

ク　

一
九
五
八
年
当
時
八
四
歳

要
素
5
で
構
成
さ
れ
る
。
和
尚
と
小
僧
。
和
尚
が
小
僧
に
風
呂
を
焚
く
よ

う
に
言
う
。
小
僧
が
焚
き
物
が
な
い
と
言
う
と
、「
そ
き
あ
る
物
を
何
で
も

く
び
い
」
と
言
っ
た
の
で
、
衣
も
何
も
か
も
燃
や
す
。
和
尚
は
裸
で
帰
る
）
45
（

。

事
例
3
の
9
〜
14
で
は
登
場
す
る
の
は
和
尚
と
小
僧
だ
け
で
あ
り
、
形

式
的
に
は
和
尚
と
小
僧
譚
と
い
え
る
。
事
例
3
の
9
・
12
・
13
・
14
に
つ

い
て
は
、
小
僧
が
愚
か
な
の
か
、
そ
れ
と
も
賢
い
の
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、

小
僧
が
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
指
示
を
字
義
通

り
に
実
行
す
る
ふ
り
を
し
た
の
か
は
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
小
僧
と
和
尚
な
の
だ
か
ら
、
小
僧

は
賢
く
、
指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
ふ
り
を
し
て
和
尚
を
困
ら
せ
た

の
だ
と
、
聞
き
手
が
判
断
し
た
可
能
性
は
高
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
事
例
3
の
10
で
は
、
小
僧
の
名
前
は
グ
ズ
で
あ
り
、
前
節
で
触
れ

た
よ
う
に
、
名
前
が
愚
か
さ
を
連
想
さ
せ
る
点
か
ら
、
小
僧
は
愚
か
で
指
示

を
字
義
通
り
に
実
行
し
て
衣
を
燃
や
し
た
と
推
測
で
き
る
可
能
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
事
例
3
の
11
で
は
、
冒
頭
に
「
む
か
し
。
和
尚
と
小

僧
が
お
っ
た
げ
な
い
。
な
か
な
か
小
僧
は
、
手
に
合
わ
ん
（
手
に
余
る
）
小

僧
で
、
和
尚
の
言
う
こ
と
を
聞
か
ん
。」
と
あ
っ
て
、
小
僧
が
い
た
ず
ら
者

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
和
尚
を
困
ら
せ
る
た
め
に
賢
い
小
僧
が

指
示
を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
ふ
り
を
し
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
事
例
3
の
9
〜
14
は
、
事
例
3
の
5
〜
8
よ
り

さ
ら
に
和
尚
と
小
僧
譚
に
近
づ
い
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
要
素
5
の
最
後
で
、
着
る
も
の
を
燃
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
和
尚
が

蕗
や
芋
の
葉
で
前
を
隠
し
て
、
あ
る
い
は
裸
で
寺
に
帰
っ
た
と
語
ら
れ
る
事

例
が
多
い
。
和
尚
と
小
僧
譚
に
は
、
小
僧
の
機
智
と
と
も
に
、
和
尚
の
失
敗

の
滑
稽
さ
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
和
尚
が
蕗
や
芋

の
葉
で
前
を
隠
し
た
り
裸
で
寺
に
帰
る
こ
と
も
、「
法
事
の
使
」
が
和
尚
と

小
僧
譚
に
近
い
こ
と
の
証
左
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
論愚

人
譚
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
愚
行
は
、
愚
行
と
し
て
一
括
さ
れ
、

個
々
の
愚
行
の
内
容
や
そ
の
背
後
の
心
理
ま
で
深
く
考
察
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
何
で
も
○
○
し
ろ
」
と
い
う
指
示

を
字
義
通
り
に
実
行
す
る
と
い
う
、
主
人
公
の
行
動
様
式
に
着
目
し
て
、

「
法
事
の
使
」
の
要
素
1
・
5
と
、「
馬
の
落
物
」
の
要
素
Ｄ
を
分
析
し
、

愚
人
譚
に
分
類
さ
れ
る
「
法
事
の
使
」
と
巧
智
譚
に
分
類
さ
れ
る
「
馬
の

落
物
」
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、「
法
事
の
使
」
の
要
素
5
に
つ
い
て
は
、（
1
）
グ
ツ
の
兄
や
父
親

や
母
親
が
指
示
を
出
し
た
場
合
、（
2
）
和
尚
が
指
示
を
出
し
た
場
合
、
さ

ら
に
（
3
）
登
場
人
物
が
和
尚
と
小
僧
で
あ
る
場
合
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を

示
し
、（
1
）・（
2
）・（
3
）
の
順
に
和
尚
と
小
僧
譚
に
近
づ
く
こ
と
を
示

し
た
。
す
な
わ
ち
、「
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
燃
や
せ
」
と
い
う
指
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示
に
し
た
が
っ
て
衣
を
燃
や
す
と
い
う
要
素
は
、
愚
人
譚
を
構
成
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
和
尚
と
小
僧
譚
の
よ
う
な
巧
智
譚
を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
も
、
愚
人
譚
と
巧
智
譚
と
い
う
区
分
が
、
必
ず
し
も
自
明
な

も
の
で
は
な
く
、
連
続
的
で
流
動
的
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

集
積
さ
れ
た
膨
大
な
デ
ー
タ
を
い
か
に
整
理
す
る
か
は
、
現
在
の
昔
話

研
究
者
を
悩
ま
せ
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
ー
タ
を
整
理
す

る
た
め
に
、
細
か
く
分
類
す
る
と
い
う
方
向
が
強
調
さ
れ
、
話
型
や
モ
チ
ー

フ
が
設
定
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
向
は
必
ず
し
も
十
分
な

成
果
を
生
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
。
愚
人
譚
と
巧
智
譚
と
い
う
分
類
を

横
断
し
て
分
析
す
る
と
い
う
本
稿
の
立
場
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
打
開
す

る
一
つ
の
方
法
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
1
） 

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成　
第
八
巻　
笑
話
一
』
一
九
七
九　
角
川
書
店

（
2
） 

森
口
多
里
『
黄
金
の
馬
』
一
九
二
六　

実
業
之
日
本
社　

本
稿
で
は
国

立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
の
ネ
ッ
ト
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の

に
依
っ
た
。
外
山
暦
郎
『
越
後
三
条
南
郷
談
』
一
九
二
六　

郷
土
研
究

社
。
な
お
、
稿
本
だ
が
、
明
治
末
年
に
福
岡
県
教
育
会
が
ま
と
め
た

『
福
岡
県
童
話
』
に
は
三
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
福
岡
県

教
育
会
『
福
岡
昔
話
集
』
一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社
に
依
っ
た
。

（
3
） 

日
本
放
送
協
会
『
日
本
昔
話
名
彙
』
一
九
四
八　

日
本
放
送
出
版
協
会　

二
二
九
頁

（
4
） 

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成　
第
九
巻　
笑
話
二
』
一
九
七
九　
角
川
書
店

（
5
） 

佐
々
木
喜
善
『
紫
波
郡
昔
話
』
一
九
二
六　

郷
土
研
究
社

（
6
） （
注
4
）
に
同
じ

（
7
） （
注
3
）
に
同
じ　

一
七
九
頁

（
8
） 

石
塚
一
雄
「『
和
尚
と
小
僧
』
の
説
話
断
簡
に
つ
い
て
」
国
学
院
大
学

文
学
第
二
研
究
室
『
口
承
文
芸
の
展
開　

上
巻
』
一
九
七
四　

桜
楓
社

（
9
） 

玉
水
洋
匡
「
和
尚
と
小
僧
譚
研
究
―「
餅
は
本
尊
様
」
考
―
」『
昔
話

―
研
究
と
資
料
―
』
三
八
号　

二
〇
一
〇

（
10
） 

琴
榮
辰
『
東
ア
ジ
ア
笑
話
比
較
研
究
』
二
〇
一
二　
勉
誠
出
版　
五
九
頁

（
11
） 「
昔
話
の
型
」
関
敬
吾
・
野
村
純
一
・
大
島
廣
志
『
日
本
昔
話
大
成　

第
十
一
巻
』
一
九
八
〇　

角
川
書
店

（
12
） 

稲
田
浩
二
『
日
本
昔
話
通
観　

第
二
八
巻　

昔
話
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
』
一
九
八
八　

同
朋
舎

（
13
） 

佐
々
木
徳
夫
『
陸
前
の
昔
話
』
一
九
七
九
、三
弥
井
書
店
、
四
五
一
〜

四
五
五
頁

（
14
） 

稲
田
浩
二
・
福
田
晃
『
大
山
北
麓
の
昔
話
』
一
九
七
四　

三
弥
井
書
店　

六
四
四
〜
六
四
七
頁

（
15
） 

国
学
院
大
学
説
話
研
究
会
『
芸
北
地
方
昔
話
集
』
一
九
七
七　

自
刊　

一
八
七
〜
一
八
八
頁

（
16
） 

久
保
清
・
橋
浦
泰
雄
『
五
島
民
俗
図
誌
』
一
九
三
四　

一
誠
社　

二
五
五
〜
二
五
七
頁

（
17
） 
水
沢
謙
一
『
と
ん
と
昔
が
あ
っ
た
け
ど　

第
一
集
』
一
九
七
五　

未
来

社　

二
三
八
〜
二
四
三
頁

（
18
） 

伊
藤
曙
覧
『
越
中
射
水
の
昔
話
』
一
九
七
一　

三
弥
井
書
店　

一
七
六

〜
一
八
二
頁
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（
19
） 

武
田
明
「
美
馬
郡
昔
話
」『
昔
話
研
究
』
第
二
巻
第
一
号　

一
九
三
六

（
20
） 

浜
名
志
松
・
三
原
幸
久
・
三
宅
忠
明
『
肥
後
の
昔
話
』
一
九
七
七
年　

日
本
放
送
出
版
協
会　

九
八
〜
一
〇
〇
頁

（
21
） 
注
（
11
）
に
同
じ

（
22
） 

注
（
12
）
に
同
じ

（
23
） 

武
田
正
『
木
小
屋
話
』
一
九
七
一　

桜
楓
社　

一
六
三
〜
一
六
五
頁

（
24
） 

山
下
久
男
『
加
賀
昔
話
集
』
一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社　

一
七
六
頁

（
25
） 

村
岡
浅
夫
『
芸
備
昔
話
集
』
一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社　

二
二
二
〜

二
二
三
頁

（
26
） 

阿
部
通
良
・
後
藤
貞
夫
・
鈴
木
清
美
『
大
分
昔
話
集
』
一
九
七
五　

岩

崎
美
術
社　

一
七
八
〜
一
八
〇
頁

（
27
） 

大
谷
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
両
津
市
昔
話
集　

下
』
一
九
七
九　

自
刊　

三
七
七
〜
三
七
八
頁

（
28
） 

大
谷
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
弥
栄
町
昔
話
集
』
一
九
七
二　

自

刊　

一
五
八
〜
一
六
〇
頁

（
29
） 

岡
山
民
話
の
会
『
な
ん
と
昔
が
あ
っ
た
げ
な　

下
』
一
九
六
四　

自
刊　

一
三
〇
〜
一
三
三
頁

（
30
） 

和
田
良
誉
『
伊
予
の
昔
話
』
一
九
七
三　

日
本
放
送
出
版
協
会　

一
三
一
〜
一
三
八
頁

（
31
） 

小
野
和
子
『
長
者
原
老
媼
夜
話
』
一
九
九
二　
評
論
社　
五
四
〜
六
〇
頁

（
32
） 

新
潟
県
立
村
松
高
校
社
会
ク
ラ
ブ
『
五
泉
の
民
話
』
一
九
六
八　

中
村

書
店　

一
四
九
〜
一
五
四
頁

（
33
） 

稲
田
浩
二
『
美
濃
の
昔
話
』
一
九
七
七　

日
本
放
送
出
版
協
会　

二
一
二
〜
二
一
四
頁

（
34
） 

稲
田
浩
二
・
福
田
晃
『
蒜
山
盆
地
の
昔
話
』
一
九
六
八　

三
弥
井
書
店　

四
四
二
〜
四
四
四
頁

（
35
） 

谷
原
博
信
『
高
松
地
方
昔
話
集　

母
か
ら
子
へ
の
民
話
』
一
九
七
六　

ふ
る
さ
と
研
究
会　

一
四
〜
一
八
頁

（
36
） 

下
田
村
立
笹
岡
小
学
校
『
越
後
下
田
の
昔
話
』
二
〇
〇
〇　

同
刊
行
会　

五
〇
四
〜
五
〇
八
頁

（
37
） 

田
口
喜
美
枝
『
か
し
も
の
む
か
し
ば
な
し
』
一
九
七
八　

恵
那
児
童
文

学
の
会　

四
九
〜
五
四
頁

（
38
） 

広
島
女
子
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
『
広
島
県
上
下
町
昔
話
集
』

一
九
八
三　

渓
水
社　

一
六
六
〜
一
七
一
頁

（
39
） 

宮
崎
一
枝
『
国
東
半
島
の
昔
話
』
一
九
六
九　

三
弥
井
書
店　

三
〇
四

〜
三
〇
八
頁

（
40
） 

山
陽
学
園
短
期
大
学
昔
話
同
好
会
『
鳥
取
県
関
金
町
の
昔
話
』

一
九
七
二　

自
刊　

一
三
四
頁

（
41
） 

今
村
勝
臣
『
岡
山
県
御
津
郡
昔
話
集
』
一
九
七
四　

三
省
堂　

一
四
四

頁　

初
版
は
一
九
四
三

（
42
） 

中
国
放
送
『
ひ
ろ
し
ま
の
民
話　

第
二
集
』
一
九
八
二　

第
一
法
規
出

版　

一
四
六
〜
一
四
七
頁

（
43
） 

宮
本
常
一
『
周
防
大
島
昔
話
集
』
一
九
五
六　

大
島
文
化
研
究
連
盟　

一
〇
五
〜
一
〇
六
頁

（
44
） 
細
川
頼
重
『
東
祖
谷
昔
話
集
』
一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社　

二
五
二
〜

二
五
三
頁

（
45
） 

注
（
39
）
に
同
じ　

三
四
〇
頁

 
（
お
お
し
ま
・
よ
し
た
か
／
日
本
口
承
文
芸
学
会
会
員
）


