
う
名
称
は
、
お
の
ず
か
ら「
聖
人
に
夢
な
し
…
」を
省
略
し
、
登

場
し
た
清
経
が「
う
た
た
ね
寝
に
…
」か
ら
謡
い
は
じ
め
る
と

い
う
演
出
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
右
の『
口
伝
書
』に
、「
歌
を
吟
じ
て
、
そ
れ
ニ
よ
り
出
る

に
よ
り
て
、
ひ
こ
う
ノ
出
羽
ト
云
」と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
金
剛
流
以
外
の「
恋
の
音
取
」「
音

取
」は
、
笛
の
音
に
合
わ
せ
て
橋
掛
り
を
何
度
も
立
ち
止
ま
り

つ
つ
進
む
演
出
に
由
来
す
る
名
称
と
思
わ
れ
、「
聖
人
に
夢
な

し
…
」を
省
略
す
る
か
ど
う
か
は
副
次
的
な
も
の
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

  

こ
う
し
て
み
る
と
、金
剛
流
以
外
の「
恋
の
音
取
」や「
音
取
」

の
と
き
、「
聖
人
に
夢
な
し
…
」が
省
略
さ
れ
る
演
出
は
、
金

剛
流
の「
披
講
の
出
端
」の
影
響
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
出
て
く

る
が
、
そ
う
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
き
の
山

中
玲
子
氏
の
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
の
時
期
は
明
治
以
降
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

  

さ
て
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
改
め
て
、《
清
経
》

一
曲
の
主
題
が「
聖
人
に
夢
な
し
…
」に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
戻
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
を
省
略
し
た《
清
経
》
は
、
作

品
と
し
て
重
要
な
部
分
を
欠
く
か
た
ち
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

《
清
経
》
は
、
現
在
の
平
均
的
な
理
解
で
あ
る
、「
夫
婦
愛
」を

描
い
た
能
だ
と
い
う
色
彩
が
強
く
な
る
の
だ
が
、
金
剛
流
の

「
披
講
の
出
端
」は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
た
小

書
な
の
だ
と
思
う
。

  

い
っ
た
い
、《
清
経
》
は
、
は
や
く
か
ら「
夫
婦
愛
」を
描
い

た
能
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端

的
に
示
す
の
が
、
清
経
が
平
家
の
都
落
ち
か
ら
入
水
に
い
た

る
ま
で
の
体
験
を
語
り
は
じ
め
る
や
、ツ
レ
の
妻
が
、

か
や
う
に
申
せ
ば
な
ほ
も
身
の
、
恨
み
に
似
た
る
こ
と
な
れ

ど
も
、
さ
す
が
に
い
ま
だ
君
ま
し
ま
す
、
御
代
の
境
や
一
門

の
、
果
て
を
も
見
ず
し
て
い
た
づ
ら
に
、
お
ん
身
一
人
を
捨

て
し
こ
と
、ま
こ
と
に
よ
し
な
き
こ
と
な
ら
ず
や

と
、
口
を
は
さ
む
展
開
に
な
っ
て
い
る
上
掛
り
の
詞
章
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
は
金
剛
流
な
ど
の
下
掛
り
に
は
な
く
、
そ
れ
が
世
阿
弥

の
原
作
の
か
た
ち
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
上
掛
り
で
は

室
町
後
期
に
は
右
の
よ
う
な
妻
の
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
妻
の
言
葉
が
挿
入
さ
れ
る

と
、
妻
の
恨
み
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
、
俄
然
、「
夫
婦
愛
」と

い
う
色
彩
が
濃
く
な
る
。
と
す
れ
ば
、《
清
経
》の
主
題
を「
夫

婦
愛
」に
求
め
よ
う
と
す
る
理
解
は
、
す
で
に
室
町
期
に
醸
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

金
剛
流
の
小
書「
披
講
の
出
端
」は
、
世
阿
弥
が
意
図
し
た
主
題

と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
室
町
時
代
以
来
の

《
清
経
》
理
解
の
う
え
に
創
出
さ
れ
た
演
出
な
の
で
あ
る
。

「
清
経
」雑
考

権
藤
　
芳
一

演
劇
評
論
家

富
士
川
の
戦
に
も
、
ま
た
木
曽
義
仲
と
の
倶
利
伽
羅
峠
で
の

戦
に
も
参
加
し
た
様
子
は
な
い
。

　

寿
永
二
年（
一
一
八
三
）七
月
、
木
曽
勢
に
追
わ
れ
て
、
平

家
一
門
が
安
徳
帝
を
奉
じ
て
都
を
脱
出
す
る
際
に
、
清
経
は

妻
を
同
道
し
よ
う
と
し
て
、
父
母
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い

る（『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
る
。
但
し
、
父
重
盛
は
治
承
三
・

一
一
七
九
年
す
で
に
没
し
て
い
る
の
で
、こ
れ
は
虚
説
）。

　

そ
れ
か
ら「
三
年
が
程
で
あ
る
か
な
き
か
言
伝
も
な
か
り

け
れ
ば
」と『
盛
衰
記
』に
あ
る
。
こ
れ
も「
三
ヶ
月
」の
誤
り

で
あ
る
。
七
月
に
都
を
出
て
、
北
九
州
を
転
々
と
し
、
翌
寿

永
三
年
一
月
に
は
福
原
に
戻
り
、一
谷
に
陣
を
構
え
て
い
る
。

清
経
が
豊
前
国
柳
ヶ
浦
で
入
水
し
た
の
は
、
そ
れ
以
前
、
寿
永

二
年
の
晩
秋
で
あ
る
。清
経
の
生
年
や
享
年
は
不
明
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
資
料
で
、
世
阿
弥
は
興
味
深
い
人
間

像
に
描
き
上
げ
、
魅
力
的
な
修
羅
能
を
作
っ
た
。
修
羅
能
の

た
て
ま
え
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
武
将
の
戦
死
し
た
土
地
を
通

り
か
か
っ
た
旅
僧
の
所
に
、
武
将
の
幽
霊
が
現
れ
、
自
分
が

戦
で
敗
れ
た
様
子
を
物
語
り
、
修
羅
道
の
苦
患
を
見
せ
、
成

　

こ
れ
ま
で
何
度
か
、
い
ろ
い
ろ
な
演
能
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
、
こ
の
曲
の
解
説
を
書
い
て
き
た
。
し
か
し
い
づ
れ
も
、

枚
数
の
関
係
も
あ
り
、
中
途
半
端
な
も
の
だ
っ
た
。「
清
経
」

に
つ
い
て
書
く
の
は
、恐
ら
く
こ
れ
が
最
後
だ
と
思
う
の
で
、

こ
れ
ま
で
発
表
し
た
部
分
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
う

が
、少
し
た
っ
ぷ
り
書
か
せ
て
も
ら
う
。

　

平
清
経
は
、
清
盛
の
嫡
男
・
重
盛
の
三
男
で
あ
る
。
長
兄

が
維
盛
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
平
家
の
嫡
流
で
あ
り
な
が
ら
、

後
に
熊
野
で
入
水
し
、
戦
線
か
ら
離
脱
し
て
い
る
。
清
経
に

関
す
る
詳
し
い
事
蹟
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
事

典
類
を
見
て
も
、
い
づ
れ
も
数
行
で
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
も『
平
家
物
語
』や『
源
平
盛
衰
記
』の
記
述
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』に
は
流
布
本
が
多
く
、
各
本
に

よ
っ
て
記
述
の
量
も
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ『
平
家
物
語
』

異
本
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る『
源
平
盛
衰
記
』
が
一
番

詳
し
い
。
そ
れ
ら
の
書
物
の
記
事
を
総
合
す
る
と
、
正
四
位

下
に
叙
し
、
左
近
衛
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
戦

の
方
は
決
し
て
得
意
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
対
頼
朝
と
の



仏
で
き
る
よ
う
に
回
向
を
頼
む
、と
い
う
の
が
定
型
で
あ
る
。

し
か
し
能「
清
経
」は
す
っ
か
り
違
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
ワ
キ
は
僧
侶
で
は
な
く
、
淡
津
の
三
郎
と
い
う
清
経
の

家
来
が
、
清
経
が
形
見
と
し
て
残
し
た
遺
髪
を
、
京
に
隠
れ

住
む
妻
の
も
と
に
と
ど
け
る
。
こ
の
淡
津
三
郎
と
い
う
人
物

も
作
者
の
作
り
あ
げ
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
話
は

『
平
家
物
語
』で
は
全
く
ふ
れ
て
い
ず
、『
盛
衰
記
』で
は
生
前

に
送
っ
た
と
し
て
い
る
。
入
水
の
際
に
鬢
の
髪
を
切
っ
て
船

中
に
残
し
た
、と
い
う
の
は
作
者
の
見
事
な
創
作
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
世
阿
弥
は
、
修
羅
能
は
あ
ま
り
好
き
で
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
彼
は
最
初
の
伝
書『
風
姿
花
伝
』
の「
物
学
条
々
」

で〈
修
羅
〉
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ま
た
、
一
体
の
も
の
な
り
。

よ
く
す
れ
ど
面
白
き
と
こ
ろ
稀
な
り
。
さ
の
み
に
は
す

ま
じ
き
な
り
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
応
永
七
年

（
一
四
〇
〇
）世
阿
弥
三
十
八
歳
の
時
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の

時
点
で
は
、
偉
大
な
父
・
観
阿
弥
の
遺
訓
が
、
彼
の
能
楽
観
に

大
き
く
影
響
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
当
時
は「
こ
れ
体
な

る
修
羅
の
狂
ひ
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
鬼
の
振
る
舞
ひ
に
な
る
な

り
」と
思
え
る
修
羅
能
が
多
く
演
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
観
阿
弥
は
そ
れ
を
嫌
い
、
世
阿
弥
も
そ
の
考
え
に
同
調

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

観
阿
弥
は
従
来
の
大
和
猿
楽
に
い
ろ
い
ろ
な
改
革
を
な
し

と
げ
た
が
、
修
羅
能
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
取
り

組
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
今
に
残
る
作
品
は
書
い
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て「
物
学
条
々
」の〈
修
羅
能
〉
に
関
す
る

後
半
の
記
述
で
あ
る「
た
だ
し
、
源
平
な
ど
の
名
あ
る
人
の

こ
と
を
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り

も
ま
た
面
白
し
。
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
と
こ
ろ
あ
り

た
し
」
と
い
う
発
言
が
、
観
阿
弥
の
潜
在
的
な
本
意
で
あ
っ

た
の
か
、世
阿
弥
の
可
能
性
を
秘
め
た
発
言
で
あ
っ
た
の
か
、

私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
二
十
三
年
後
の
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）の

奥
書
き
の
あ
る
『
三
道
』で
は
、
修
羅
能
を
〈
軍
体
の
能
〉
と

言
い
変
え
て
は
い
る
が
、「
軍
体
の
能
姿
、
仮
令　

源
平
の

名
将
の
人
体
の
本
説
な
ら
ば
、
こ
と
に
こ
と
に
平
家
の
物
語

の
ま
ゝ
に
書
く
べ
し
」
と
繰
返
し
て
言
う
。
大
よ
そ
、
三
体

の
能（
老
体
、
女
体
、
軍
体
―
筆
者
註
）、「
近
来
押
し
出
し
て

見
え
つ
る
世
上
の
同
体
の
数
々
」の
う
ち
、
軍
体
で
は
、「
通

盛
、
薩
摩
守（
忠
度
）、
実
盛
、
頼
政
、
清
経
、
敦
盛
」の
六
曲
が

良
い
と
し
て
い
る
。
い
づ
れ
も
世
阿
弥
が
か
か
わ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
今
日
我
々
が
修
羅
能
と
し
て
扱
っ
て
い
る
能
は
、

世
阿
弥
が
修
羅
能
を
鬼
の
風
体
か
ら
人
間
の
苦
悩
の
風
体

へ
改
修
し
た
以
後
の
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
作
は
残
っ
て

い
な
い
。

　

新
人
間
修
羅
能
の
一
番
古
い
も
の
は「
通
盛
」
で
あ
る
。

井
阿
弥
原
作
を
世
阿
弥
が
改
修
し
た
こ
の
能
が
、
新
し
い
修

羅
能
の
始
ま
り
で
あ
る
。「
清
経
」が
何
時
書
か
れ
た
能
で
あ

る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
私
は
比
較
的
早
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
阿
弥
が
完
成
し
た〈
複
式

夢
幻
能
〉
の
形
成
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、
ワ
キ
の
扱
い

に
よ
る
推
測
で
あ
っ
て
、充
分
な
確
証
は
な
い
。

　

こ
の
曲
で
の
ワ
キ
の
扱
い
は
異
例
で
あ
る
。
普
通
、
能
は

ワ
キ
の
登
場
、
名
乗
り
で
始
ま
る
。（
も
っ
と
も
、
ツ
レ
が
先

に
出
て
、
ワ
キ
座
に
下
居
す
る「
出
シ
置
キ
」と
い
う
手
法
を

と
る
能
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
観
世
流

な
ど
上
掛
り（
観
世
・
宝
生
の
二
流
）で
は
、
ワ
キ
は
ツ
レ
に

遺
髪
を
渡
す
と
さ
っ
さ
と
切
り
戸
か
ら
退
出
す
る
。
し
か
し

金
剛
流
の
場
合
、
ワ
キ
は
キ
リ
ま
で
居
残
る
。
そ
し
て
、
夫

婦
の
中
の
会
話
の
中
に
加
わ
っ
て
き
て
、「
世
の
中
の
う
さ

に
は
神
も
な
き
も
の
を
、
な
に
祈
る
ら
ん
心
づ
く
し
」
と
宇

八
幡
宮
の
託
宣
を
告
げ
る
の
も
ワ
キ
の
役
で
あ
る
。（
観
世

で
は
シ
テ
が
謡
う
）理
屈
を
い
え
ば
、
妻
の
夢
の
中
に
、
清
経

の
亡
霊
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
会
話
の
中
に
、
現
実

の
人
間
で
あ
る
ワ
キ
が
加
わ
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
ツ
レ

の
閨
に
、
第
三
者
た
る
ワ
キ
が
居
る
の
も
非
常
識
で
あ
る
。

劇
の
進
行
上
不
用
に
な
っ
た
人
物
を
、
舞
台
か
ら
退
場
さ
せ

る
の
が
合
理
的
で
あ
り
、
第
三
者
の
い
な
い
方
が
、
夫
婦
間

の
関
係
が
よ
り
親
密
に
な
る
。
観
世
流
が
ワ
キ
を
排
除
し
た

の
は
、
演
劇
的
テ
ー
マ
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
の
改
修
で

あ
り
、
演
劇
的
に
は
進
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ワ
キ
が

居
残
る
の
は
、古
く
は
ワ
キ
が
地
謡
を
謡
っ
て
い
た
と
い
う
、

従
来
の
古
態
を
残
し
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
シ
テ
の
出
で
あ
る
。
今
回
は〈
披
講
之
出
端
〉
の
小

書
き
が
つ
く
。「
枕
や
恋
を
知
ら
す
ら
ん
」と
地
謡
が
低
音
で

謡
い
お
え
る
と
、
笛
方
は
座
を
す
す
み
、
揚
幕
に
向
っ
て
、
特

殊
な
譜
の
音
取
り
を
吹
く
。（
大
小
鼓
は
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具

を
下
に
置
き
、
休
息
）シ
テ
は
笛
の
音
に
ひ
か
れ
る
か
の
よ

う
に
静
か
に
幕
を
出
る
。
笛
が
途
絶
え
る
と
立
止
ま
り
、
吹

き
出
す
と
ま
た
歩
く
。
シ
テ
方
に
と
っ
て
も
、
笛
方
に
と
っ

て
も
、
現
在
は
重
い
習
物
に
な
っ
て
い
る
。
当
初
は
も
っ
と

普
通
の
笛
の
ア
シ
ラ
イ
で
あ
っ
た
と
思
う
。「
披
講
」は「
詩

歌
の
会
や
歌
会
合
せ
な
ど
で
、
詩
歌
を
詠
み
あ
げ
披
露
す
る

こ
と
」で
あ
り
、「
出
端
」は
諸
役
の
登
場
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
演
出
に
は
ふ
さ
わ
し
い
名
称
と
は
い
い
難
い
。
そ

の
点
、
観
世
の〈
恋
之
音
取
〉
は
艶
っ
ぽ
い
名
称
付
け
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
本
来
は
今
日
の
よ
う
な
重
々
し
い
習
物
で

な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
清
経
の
形
見
の
髪
の
件
で
あ
る
が
、
先
に
も



少
し
ふ
れ
た
が
、『
平
家
』の
流
布
本
に
は
な
く
、『
盛
衰
記
』

と『
平
家
』の
延
慶
本
、
八
坂
系
の
本
に
は
、
生
前
に
送
っ
た

の
を
、妻
が
送
り
返
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
入
水
の
直
前
に
、

横
笛
を
吹
き
今
様
を
謡
っ
て
、
鬢
の
髪
を
切
っ
た
と
す
る
の

は
、
能
作
者
の
秀
れ
た
創
作
で
あ
る
が
、
金
剛
本
で
は
、
シ
テ

は
ワ
キ
に
対
し
て
「
二
度
贈
る
黒
髪
の
」
と
言
っ
て
い
る
、

「
見
る
た
び
に
心
尽
く
し
の
髪
な
れ
ば
」
と
送
り
返
す
妻

は
非
常
に
強
い
女
と
い
う
印
象
が
残
る
。
と
も
あ
れ
、
生

死
を
別
に
す
る
相
愛
の
夫
婦
が
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
合
う

場
面
は
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。『
隣
忠
秘
抄
』と
い
う
古
書
に

「
こ
の
能
の
大
意
恋
慕
な
り
」
と
あ
る
の
も
当
を
得
て
い
る

と
思
う
。

　

つ
づ
い
て
床
几
に
か
か
っ
て「
西
海
四
海
の
物
語
申
し
候

は
ん
」
と
戦
物
語
に
な
る
の
だ
が
、
戦
語
り
は
軍
体
の
能
の

常
と
は
言
え
、「
こ
の
上
は
怨
み
を
晴
れ
給
え
」と
、
何
故
自

分
が
討
死
す
る
ま
で
戦
わ
ず
、
入
水
し
た
か
の
言
訳
け
と
し

て
語
ら
れ
る
。『
平
家
』の
ま
ゝ
書
く
べ
し
、
と
言
い
な
が
ら

『
平
家
』よ
り
ず
っ
と
、説
得
力
の
あ
る
名
文
に
な
っ
て
い
る
。

　

宇
佐
八
幡
宮
に
参
籠
し
、
祈
誓
の
末
に
得
た
神
託
は「
世

の
中
の
憂
さ
に
は
神
も
な
き
も
の
を
、
何
祈
る
ら
ん
心
づ
く

し
に
」
―
平
家
を
救
う
神
な
ど
宇
佐
に
は
な
い
の
に
、
と
い

う
ひ
ど
く
そ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
金
剛
流
本

で
は
、「
新
中
納
言
取
り
あ
え
ず
乀
さ
り
と
も
と
、
思
う
心

も
虫
の
音
も
弱
り
果
て
ぬ
る
秋
の
暮
か
な
」と
詠
ん
だ
と
し

て
い
る
。（
観
世
流
で
は
、
誰
が
詠
ん
だ
か
明
記
せ
ず
、
地
の

文
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
）正
し
く
は『
千
載
集
』に
あ
る

藤
原
俊
成
の
歌
の
由
で
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
の
丁
重
な
る
捧

物
を
し
て
上
で
の
祈
誓
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
無
愛

想
な
神
託
に
対
し
て
、
平
家
方
の
大
将
と
し
て
、
取
り
あ
え

ず
一
言
言
っ
て
お
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
本
よ
り
何
事
も
思
入
り
け
る
人
」
と『
平
家
』
は
清
経
の

事
を
書
い
て
い
る
。
考
え
深
く
、
行
動
性
に
欠
け
た
イ
ン
テ

リ
が
、
心
な
ら
ず
も
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
て
ゆ
く
悲
劇
。
ま

だ
緒
戦
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
も
平
家
の
前
途
に

危
惧
を
い
だ
き
、
武
将
と
し
て
の
自
信
も
実
力
も
な
く
、
抗

戦
の
お
ろ
か
さ
、
敗
戦
の
み
じ
め
さ
を
清
経
は
人
一
倍
考
え

悩
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宇
佐
の
神
に
見
放
さ
れ
、
敵
襲

の
噂
に
、
一
門
は
東
へ
走
り
西
へ
逃
げ
、「
白
鷺
の
群
い
る

松
見
れ
ば　

源
氏
の
旗
を
な
び
か
す
多
勢
か
と
肝
を
消
す
」、

と
言
っ
た
毎
日
に
、
清
経
は
精
神
的
に
完
全
に
ま
い
っ
て
い

た
。
平
家
の
未
来
に
は
一
条
の
光
明
も
見
出
せ
な
い
。
追

い
つ
め
ら
れ
た
運
命
に
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
勇
気
も
な
い
。

「
雑
兵
の
手
に
か
か
ら
ん
よ
り
は
」
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
だ
け

が
、わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
た
。

　
「
絶
望
と
は
死
に
い
た
る
病
で
あ
る
」と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
言
葉
を
地
で
行
っ
た
よ
う
に
、
清
経
は
自
殺
す
る
よ
り

他
に
道
は
な
か
っ
た
。
も
し
戦
争
が
な
け
れ
ば
、
愛
す
る
妻

と
別
れ
る
必
要
も
な
く
、
死
と
も
無
縁
な
人
間
で
あ
っ
た
。

華
々
し
く
戦
死
し
た
若
い
公
達
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
哀
れ
さ

で
あ
る
。「
清
経
」と
う
い
う
作
品
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら

の
反
戦
で
は
な
く
、
生
活
の
実
感
と
し
て
の
厭
戦
を
訴
え
る

能
で
あ
る
。
戦
後
こ
の
曲
の
愛
好
者
が
急
増
し
た
理
由
の
一

つ
で
あ
る
。
も
っ
と
も「
絶
望
」と
い
う
概
念
は
、
近
代
の
産

物
で
あ
り
、清
経
の
心
情
に
は
適
切
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

諦
念
、
天
野
氏
の
言
う「
思
想
と
し
て
の
無
常
」と
す
る
方
が

よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
世
の
無
常
を
深
く
悟

得
し
た
人
物
な
ら
ば
、
自
殺
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
禅
宗

の
悟
の
境
地
は
、
清
経
に
は
縁
遠
く
、
作
者
の
世
阿
弥
が
、
禅

と
深
く
か
か
わ
る
の
は
晩
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

能「
清
経
」で
は
、心
静
か
に
入
水
の
有
様
を
告
げ
た
あ
と
、

突
如「
さ
て
修
羅
道
に
を
ち
こ
ち
の
」
と
修
羅
道
の
様
を
語

り
出
す
。『
三
道
』の
中
で
軍
体
の
能
を
作
る
手
本
に
せ
よ
と

あ
げ
て
い
る
六
曲
の
う
ち
に
は
、
全
く
修
羅
道
の
こ
と
に
ふ

れ
て
い
な
い
曲
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も「
清
経
」で
は
、

ま
だ
古
修
羅
能
の
尾
骶
骨
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
れ
で
い
て
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
に「
真
は
最
期
の
十
念
乱
れ

ぬ
法
の
舟
に
頼
み
し
ま
ま
に
、
疑
ひ
も
な
く
、
げ
に
や
心

は
清
経
が
、
仏
果
を
得
し
こ
そ
有
難
け
れ
」と
結
ん
で
い
る
。

世
阿
弥
は
「
清
経
」
の
制
作
中
、
ま
だ
、
古
修
羅
と
軍
体
の

能
と
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。




