


笠
を
ぬ
ぎ
置
き
、　
一
雨
日
後
再
び
登
山
し
て
そ
の
巌
に
像
を
彫
ら
ん
と

さ
れ
る
と
、
黒
雲
天
を
蔽
ひ
天
人
現
は
れ
て
忽
ち
爾
動
の
像
が
彫
り
上

げ
ら
れ
た
。
共
後
良
排
倫
正
こ
の
爾
勒
像
を
見
出
し
て
笠
置
寺
を
辻
誉

し
た
と
い
ふ
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

「
今
十
物
語
」
は
大
鰐
千
安
末
期
に
群
は
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
千
安
時
代
に
は
斯
か
る
笠
世
寺
の
識
話
が

世
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
智
天
皇
の
御
代

に
こ
の
や
う
な
事
情
で
輛
勒
石
佛
が
造
ら
れ
た
か
否
か
は
、
そ
の
常
時

の
文
献
に
は
見
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

事
ろ
こ
れ
は
笠
世
寺
な
る
名
構
を
識
明
す
る
た
め
に
作
リ
ーーー
さ
れ
た
一

論
話
で
あ
る
と
考
へ
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
は
此
の
識
話
が
何
故
彫
像
を
天
御
天
皇
の
御
代
と
し
た
も
の
か

そ
の
披
所
を
考
へ
難
い
が
、
「帝
工
緬
年
祀
」
は
「
天
智
天
皇
三
年
叩
子
、

天
人
降
辻
笠
世
石
像
輛
勒
」
と
し
て
年
代
を
限
定
し
、
更
に
天
文
七
年

の
奥
書
あ
る
十
戯
「笠
世
寺
縁
起
」
に
は
皇
子
を
天
武
天
集
帥
ち
大
海
人

皇
子
と
定
め
て
ゐ
る
。
此
等
も
亦
何
を
根
披
と
し
た
も
の
か
知
り
得
ぬ
。

し
か
し
、
我
国
に
於
い
て
輛
勒
信
仰
の
流
件
を
見
た
の
は
道
昭
・智
通
・

智
逹
等
が
府
よ
り
仰
へ
た
法
相
宗
に
よ
る
も
の
で
、
天
智
天
皇
の
御
代

以
後
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
識
話
は
我
刊
獅
勒
信
仰
の
初
頭
に
短
世
州

勒
像
が
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
末
縣
の
古
き
を
誇
ら
ん
之
し
た

の
で
あ
ら
う
。
天
智
天
皇
六
年
に
は
大
津
京
に
於
い
て
崇
雨
寺
が
建
立

さ
れ
、
そ
の
金
堂
に
は
丈
六
の
強
勒
坐
像
を
安
世
し
た
。
こ
の
や
う
な

所
に
天
智
天
皇
御
字
と
す
る
披
所
を
求
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
ほ
「縁
起
」
で
は
、
■
子
が
再
び
登
出
し
給
ふ
た
時
、　
一
物
の
自
鷺

が
現
は
れ
て
光
に
世
き
綸
ひ
し
御
笠
の
在
所
を
示
し
た
と
言
ひ
、
鹿
鷺

山
笠
置
寺
の
脱
を
附
介
総
明
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
「
延
喜
式
」６
三
十

九
内
膳
司
に
「和
業
那
鹿
鶯
田
」
よ
り
箸
竹
を
微
用
す
る
こ
と
を
記
し
、

笠
世
の
地
名
と
し
て
は
こ
の
鹿
鷺
の
文
字
に
よ
つ
て
見
え
る
の
が
一
番

古
い
こ
と
に
な
る
。

二
、
爾

勒

石

像

ざ

文

献

さ
て
笠
世
寺
の
革
創
に
つ
い
て
考
へ
る
に
は
、
州
勒
石
仰
が
十
の
中

心
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
ふ
餘
地
が
な
い
か
ら
、
石
佛
の
様
式

手
法
を
■
ね
て
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
前
記
の
通
り

今
は
撃
身
光
式
の
彫
――――
め
セ
鳶
す
ば
か
り
で
、
像
容
の
片
姿
さ
へ
兄
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
、
に
笠
世
寺
輛
勤
石
仰
の
像
容
を
窮
ふ
べ
き
も
の

に
、
大
和
大
野
寺
の
価
勒
大
磨
崖
佛
が
ぁ
る
。
周
知
の
如
く
こ
の
石
佛

戸
　
　
　
′

は
「
興
面
寺
別
常
次
第
」
に
「仰
法
院
領
大
野
郷
之
内
側
千
磐
石
牛
肛
、

本
彫
輛
勒
立
像
、
＝
笠
世
石
像
以
篤
規
模
」
と
見
え
、
承
元
三
年
に
供

養
が
軌
り
行
は
れ
た
も
の
で
、
笠
世
輛
勒
は
こ
れ
以
前
に
な
し
た
こ
と

も
知
ら
れ
、

――
．つ
そ
の
像
容
も
こ
れ
に
よ
つ
て
推
察
し
得
る
と
さ
れ
て

そ
の
蓮
座
は
一
つ
の
大
蓮
座
に
描
か
れ
て
ゐ
る
に
と
を
示
さ
れ
、
従
つ

て
大
野
像
は
笠
世
像
を
棋^
し
な
が
ら
も
細
部
に
は
鎌
倉
時
代
の
好
術
が

取
り
入
れ
ら
れ
た
と
解
群
さ
れ
た
の
は
誠
に
卓
兄
で
あ
る
。
同
時
に
、

笠
世
輛
勒
の
確
責
な
る
存
在
は
こ
の
千
安
後
期
の
康
和
頃
に
ま
で
湖
り
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は
「
興
而
寺
別
常
次
第
」
に
「件
法
院
領
大
野
郷
之
内
側
千
磐
有
牛
腹
、

そ
の
蓮
座
は

一
つ
の
大
蓮
庄
に
拙
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
従
つ

48

に
こ
の
や
ヶ
な
事
情
で
州
勒
石
佛
が
せ
ら
れ
た
か
否
か
は
、
そ
の
常
時

の
文
献
に
は
見
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ｏ

年
ろ
こ
れ
は
笠
世
寺
な
る
名
糾
を
識
明
す
る
た
め
に
作
リ
ーーー
さ
れ
た
一

詭
話
で
あ
る
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
ば
此
の
織
話
が
何
故
彫
像
を
天
智
天
皇
の
御
代
と
し
た
も
の
か

そ
の
披
所
を
考
へ
難
い
が
、
「帝
工
綿
年
祀
」
は
「
天
智
天
皇
三
年
叩
子
、

天
人
降
辻
笠
世
石
像
州
勒
」
と
し
て
年
代
を
限
定
し
、
更
に
天
文
七
年

の
奥
書
あ
る
寺
戯
「笠
世
寺
縁
起
」
に
は
皇
子
を
天
武
天
皇
帥
ち
大
海
人

皇
子
と
定
め
て
ゐ
る
。
此
等
も
亦
何
を
根
援
と
し
た
も
の
か
知
り
得
ぬ
。

し
か
し
、
我
国
に
於
い
て
輛
勒
信
仰
の
流
件
を
見
た
の
は
道
昭
・智
通
・

智
淮
等
が
府
よ
り
仲
へ
た
法
相
宗
に
よ
る
も
の
で
、
天
響
天
皇
の
御
代

以
後
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
稔
話
は
我
四
輛
勒
信
仰
の
初
頭
に
笠
世
獅

本
彫
州
勒
立
像
、
＝
笠
世
石
像
以
篤
規
模
」
と
見
え
、
承
元
三
年
に
供

養
が
軌
り
行
は
れ
た
も
の
で
、
笠
世
州
勒
は
こ
れ
以
前
に
な
し
た
こ
と

も
知
ら
れ
、
■
つ
そ
の
像
容
も
こ
れ
に
よ
つ
て
推
察
し
得
る
と
さ
れ
て

ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
大
野
寺
輛
勒
に
つ
い
て
見
る
に
、
如
木
形
の
立
像
の

佛
冊
は
い
力、
さ
ｔ
古
訓
を
存
す
る
か
に
丼
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
蓮
座
が

調
は
ゆ
る
踏
１１１１
り
式
と
な
り
雨
足
下
に
そ
れ
ム
ヽ

一
つ
宛
の
蓮
座
を
現

は
し
て
ゐ
る
。
こ
の
踏
割
り
式
は
多
く
鎌
倉
時
代
に
入
り
て
よ
り
行
は

れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
笠
世
像
は
大
野
像
よ
り
些
し
て
古
か
ら
ぬ
も

′の
と
し
鍬
倉
初
頭
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
す
る
一
諭
も
あ
つ

た
が
ぅ
こ
の
踏
割
蓮
座
の
問
題
は
足
立
博
士
が
前
拙
論
文
に
よ
つ
て
明

快
に
解
決
さ
れ
た
。
帥
ち
康
和
三
年
頃
に
作
ら
れ
た

「爾
勒
菩
薩
蓋
像

集
」
に
笠
置
獅
勒
像
の
同
が
載
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
指
摘
し
（第
一
日
）、

一
、
「粥
勒
蓄
眈
ｌｔ
像
集
」
に
見
り
る
笠
置
粥
勒
像

九
内
膳
司
に
「
和
業
部
肥
鶯
田
」
よ
り
箸
竹
を
微
用
す
る
こ
と
を
記
じ
．
‘

笠
世
の
地
名
と
し
て
は
こ
の
鹿
鷺
の
文
字
に
よ
つ
て
見
え
る
の
が

一
番

古
い
こ
と
に
な
る
。

二
、
輛

勒

石

像

ビ

文

献

さ
て
笠
世
寺
の
革
制
に
つ
い
て
考
へ
る
に
は
、
輛
勒
石
仰
が
寺
の
中

心
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
ふ
餘
地
が
な
い
か
ら
、
石
仰
の
様
式

手
法
を
尋
ね
て
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
前
記
の
通
り

今
は
拳
身
光
式
の
彫
凹
め
た
職
す
ば
か
り
で
、
像
容
の
片
姿
さ
へ
兄
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
ゝ
に
笠
世
寺
価
勒
石
仰
の
像
容
を
規
ふ
べ
き
も
の

に
ゝ
大
和
大
野
寺
の
輛
勒
大
磨
崖
俳
が
あ
る
。
周
知
の
如
く
こ
の
石
俳

て
大
野
像
は
笠
置
像
を
棋̈
し
な
が
ら
も
細
部
に
は
鎌
倉
時
代
の
好
術
が

取
り
入
れ
ら
れ
た
と
解
伴
さ
れ
た
の
は
誠
に
車
見
で
あ
る
。
同
時
に
、

笠
世
輛
勤
の
確
責
な
る
存
在
は
こ
の
平
安
後
期
の
康
和
頃
に
ま
で
例
り

得
る
こ
と
を
示
し
て
在
来
の
知
見
を
．敷
歩
進
め
ら
れ
た
。

現
在
で
は
右
の
康
和
頃
以
前
の
文
献
を
求
め
得
な
い
。
こ
れ
よ
り
や

ヽ
後
で
は
あ
る
が
、
膝
原
宗
忠
の
日
記
「中
右
記
」
聾
不
小
九
年
間
九
月

十
六
日
女
房
等
″
件̈
ひ
京
都
を
出
資
し
、
十
七
日
に
木
津
川
を
測
り
笠

置
に
登
山
し
た
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
。

十
七
日
、
…
…
已
着
笠
世
津
Ｉ
…
自
此
寄
舟
登
坂
…
…
登
坂
十
町
許
、

参
清
強
勒
石
像
前
、
先
供
養
経
、
以
飛
継
已
誹
篤
講
師
制
赫
別
　ヽ
題

名
倫
十
日
、
人
々
経
合
五
部
、
此
外
八
名
維
心
経
阿
輛
陀
維
十
容
ゝ

則
事
了
、
給
被
物
布
施
、
人
誦
維
、
心
中
所
願
何
考
、
先
帝
聖
鎮
、

過
去
愛
親
「
所
生
五
女
、
共
生
慈
奪
出
世
之
時
、
十
逢
法
幸
演
識
之

日
、
途
知
今
日
之
順
互
成
散
暮
之
心
、
又
今
日
相
兵
所
参
詣
、
初
従

妻
子
奴
婢
、
及
千
＝
夫
＋
馬
ゝ
皆
逢
三
命
之
暁
、
悉
紺

一
乗
之
縁
、

此
趣
令
啓
白
、
■
致
研
念
、

―――
．行
継
井
ゝ
事
了
暫
貿
倫
房
…
…

笠
世
州
勒
石
像
を
親
し
く
帷
井
し
た
文
献
と
し
て
は
。
こ
れ
が
私
の

検
出
し
得
た
一
番
古
い
も
の
で
あ
る
。
以
下
は
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
わ
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る
も
の
で
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
記
し
て
お
か
う
。
「本
朝
世
紀
」
の
久

安
五
年
五
月
十
二
日
の
記
事
、
こ
れ
は
得
長
議
院
修
理
に
常
り
佛
像
を

堂
外
に
移
す
こ
と
の
可
否
に
っ
い
て
左
大
路
雅
定
等
が
反
封
し
た
言
に

東
大
寺
大
佛
新
以
聞
限
之
後
、
島
雀
犯
之
、
笠
置
彊
勒
加
彩
色
之
後
、

業
験
惟
少
、
准
此
等
例
夏
不
可
動

と
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
笠
世
州
勒
石
像
に
彩
色
を
施
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
れ
に
次
い
で
は
藤
原
長
飛
の
日
鐵
コ
一長
記
」
元
久
三
年
四

月
十
二
日
の
体
に
次
の
通
り
見
え
て
ゐ
る
。

…
…
次
参
御
喪
家
ゝ
調
中
膳
定
家
朝
―■
、
昨
日
向
笠
世
、
本
鶯
故
殿

自
書
篤
法
華
組
一
部
輛
助
上
生
経
等
、
於
州
勒
御
前
供
養
、
解
腕
上

人
鴛
導
師
…
…

以
上
の
如
く
笠
世
州
勘
石
像
の
存
在
は
十
安
後
期
以
降
の
文
献
に
よ

り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
封
年
代
と
し
て
は
「獅
勒
菩
薩
書
像
集
」

撰
述
の
康
和
頃
を
得
る
に
留
ま
る
。

三
、
寺

の

革

創

達

爾

勒

像

　

　

　

・

輛
勒
石
像
の
存
在
を
誰
描
立
て
る
文
献
は
前
節
に
摯
げ
た
通
り
で
あ

る
が
、′
笠
世
寺
の
名
の
見
え
る
も
の
は
夏
に
洲
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

の
最
も
古
い
の
は
「東
大
寺
要
鉄
」別
常
章
大
法
――‐ｌｉ
玄
汁
の
作
に

「元
度

の
教
義
を
体
へ
た
る
に
起
る
と
言
は
れ
る
。
「今
十
物
語
」
の
読
話
に
良

丼
倫
正
が
笠
世
山
上
に
獅
勒
像
を
見
出
し
て
寺
を
辻
誉
し
た
と
言
つ
て

ゐ
る
の
は
甚
だ
示
唆
に
ｌｉｆ
め
る
言
で
あ
る
。
良
排
倫
正
は
始
め
義
淵
に

つ
い
て
法
相
の
宗
掟
を
學
び
、
後
史
に
慈
ｉｉｌｌｌ
に
従
つ
て
華
厳
の
奥
旨
を

元
年
笠
置
寺
八
講
始
行
」
と
見
え
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
次
い
で

は
、
「
百
練
抄
」
に
あ
る
も
の
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

永
延
元
年
十
月
十
七
日
院
参
詣
長
谷
寺
笠
置
寺
七
大
寺

と
花
山
院
の
笠
世
寺
御
参
詣
を
祀
し
て
ゐ
る
。
「
百
練
抄
」は
鎌
介
後
期

の
撲
で
あ
る
が
、
古
い
日
祀
の
抄
錐
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
信
悲
し
得

る
で
あ
ら
う
ｏ
こ
の
頃
の
人
清
少
約
言
の
「枕
草
紙
」
に
も

「寺
は
壺
坂
、

笠
置
、
法
輪
―
・こ

と
書
き
、
既
に
著
名
の
寺
で
あ
つ
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
な
ほ
藤
原
道
長
の
日
祀
「御
堂
開
白
記
」寛
弘
四
年
六
月
に

八
日
、
千
賞
、
み
笠
世
寺
、
此
夜
流
星
数
多
、
至
暁
流
云
々

と
あ
る
の
を
検
出
し
得
た
。
此
年
は
何
れ
も
寺
名
を
撃
げ
る
の
み
で
は

あ
る
が
、
輛
勒
石
像
が
本
奪
で
あ
つ
た
の
だ
か
ら
↓
笠
世
寺
に
詣
で
た

の
は
輛
勒
ケ
絆^
井
す
る
た
め
で
あ
つ
て
、
石
像
の
こ
と
は
記
さ
す
と
も

そ
れ
の
存
在
を
確
認
し
て
秩
な
か
ら
う
。
平
安
中
期
の
時
街
で
は
あ
る

が
、
特
に
道
長
は
輛
勒
信
仰
に
厚
か
つ
た
人
で
、
葛
維
を
理
め
て
州
勒

出
世
の
機
に
備
へ
ん
と
し
た
有
名
な
古
野
金
峯
山
経
塚
を
同
じ
覚
弘
四

年
八
月
に
仕
ん
だ
こ
と
を
思
ひ
合
せ
ば
ゝ
道
長
の
笠
世
寺
参
詣
の
意
趣

が
お
の
づ
か
ら
想
茶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

始
め
に
祀
し
た
如
く
我
国
に
於
け
る
輛
助
信
仰
は
法
相
宗
に
よ
る
も

の
で
あ
つ
て
、
法
相
宗
は
無
著
薔
薩
が
兜
率
天
上
に
て
獅
勒
よ
り
唯
識

石
像
が
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
と
言
ふ
に
、
私
は
こ
の

場
合
竿
ろ
石
像
の
辻
顆
と
寺
の
辻
性
を
同
時
の
も
の
と
考
へ
る
。
価
勒

信
仰
を
宗
本
と
す
る
法
相
を
學
び
、
し
か
も
輛
勒
菩
薩
の
化
身
と
も
言

は
れ
た
良
排
が
、
奈
良
に
近
き
笠
世
山
上
の
大
晨
面
を
見
て
神
秘
の
心



の
教
義
を
偉

へ
た
る
に
起
る
と
言
は
れ
る
。
「
今
十
物
語
」
の
読
話
に
■

石
像
が
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
と
言
ふ
に
、
私
は
こ
の

は言:ザ撃警:

ら
れ
る
。
こ
れ
に
次
い
で
は
藤
原
長
衆
の
日
鉄
「
三
長
記
」元
久
三
年
四

月
十
二
日
の
條
に
次
の
通
り
見
え
て
あ
る
。

…
…
次
参
御
喪
家
、
調
中
膳
定
家
朝
に
、
昨
日
向
笠
世
、
本
鴛
故
殴

自
書
窮
法
華
組
一
部
爾
勒
上
生
組
等
、
於
爾
勒
御
前
供
養
ゝ
解
脆
上

人
篤
導
師
…
…

以
上
の
如
く
笠
世
輛
勒
石
像
の
存
在
は
十
安
後
期
以
降
の
文
献
に
よ

り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
封
年
代
と
し
て
は
「輛
勒
菩
薩
叢
像
集
」

撰
述
の
艇
和
頃
を
得
る
に
冊
ま
る
。

三
、
寺

の

革

創

ざ

爾

勒

像

獅
勒
石
像
の
存
在
を
滞
蝶
立
て
る
文
献
は
前
節
に
摯
げ
た
通
り
で
あ

る
が
、′
笠
世
十
の
名
の
見
え
る
も
の
は
更
に
渕
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

の
最
も
古
い
の
は
「東
大
＋
要
微
」
別
常
章
大
法
―…‐―，
玄
津
の
條
に

「
元
度

排
倫
正
が
笠
世
山
上
に
獅
勒
像
を
見
出
し
て
寺
を
造
誉
し
た
と
言
つ
て

ゐ
る
の
は
甚
だ
示
唆
に
富
め
る
言
で
あ
る
。
良
排
倫
正
は
始
め
義
淵
に

つ
い
て
法
相
の
宗
義
を
學
び
、
後
史
に
慈
ｌｉｌｌｌ
に
従
つ
て
華
厳
の
奥
旨
を

い
受
け
．
東
大
寺
建
立
せ
ら
れ
る
や
初
代
の
別
常
に
補
せ
ら
れ
た
。
■
つ

又
、
良
排
が
州
勒
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
ふ
件
が
あ
る
の
は
、
法
相

を
極
め
て
州
助
信
仰
の
深
い
念
を
成̈
し
て
ゐ
た
こ
と
を
思
は
じ
め
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
良
排
が
州
助
を
本
奪
と
す
る
笠
世
寺
を
造
誉
し
た
こ

と
は
有
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
常
寺
が
古
く
東
大
寺
σ
末
寺
で
あ
つ

た
こ
と
は
「東
大
寺
要
鍬
」末
寺
章
に
そ
の
名
の
見
え
る
こ
と
で
も
知
ら

れ
る
が
、
な
ほ
前
引
の
「中
右
祀
」
に
「
以
飛
脚
己
誹
角
講
師
制
掛
別
」
と

あ
る
笠
世
寺
別
常
た
る
朱
暉
も
「中
右
祀
」
に
康
和
頃
か
ら
活
躍
し
て
ゐ

る
こ
と
の
見
え
る
東
大
十
の
件
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
常
寺
と
東
大
寺
と

の
開
係
が
極
め
て
密
接
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は

良
排
の
笠
世
寺
造
仕
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
得
る
の
で

，
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
「
今
廿
物
語
」
の
識
話
を
味
ふ
に
、
天
智
天
皇
の
御

代
ヰ
子
出
猟
の
こ
と
は
石
像
の
紳
秘
性
を
語
ら
ん
と
す
る
潤
色
に
相
違

、
な
い
が
、
良
排
と
の
開
係
は
事
責
北
体
へ
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
。

斯
く
の
如
く
良
排
の
時
笠
世
寺
が
存
在
し
た
と
兄
る
と
し
て
、
雨
勒

笠
置
、
法
輸
…
…
」
と
書
島
一
既
に
著
名
の
寺
で
あ
つ
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
な
ほ
藤
原
道
長
の
日
祀
「御
堂
開
白
記
」寛
弘
四
年
六
月
に

八
日
、
壬
寅
、
み
笠
世
寺
、
此
夜
流
昼
数
多
ゝ
至
暁
流
云
々

と
あ
る
の
を
検
―――
し
得
た
。
此
年
は
何
れ
も
寺
名
を
撃
げ
る
の
み
で
は

あ
る
が
、
獅
勒
石
像
が
本
尊
で
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、ヽ
笠
置
寺
に
詣
で
た

の
は
輛
勒
″
．鰐
丼
す
る
た
め
で
あ
つ
て
、
石
像
の
こ
と
は
記
さ
す
と
も

そ
れ
の
存
在
を
確
認
し
て
秩
な
か
ら
う
ｏ
平
安
中
期
の
時
術
で
は
あ
る

が
、
特
に
道
長
は
輛
勒
信
仰
に
厚
か
つ
た
人
で
、
名
組
を
埋
め
て
州
勒

出
世
の
機
に
備
へ
ん
と
し
た
有
名
な
吉
野
金
峯
山
組
塚
を
同
じ
寛
弘
四

年
八
月
に
警
ん
だ
こ
と
を
思
ひ
合
せ
ば
ゝ
道
長
の
笠
世
寺
参
詣
の
意
趣

が
お
の
づ
か
ら
想
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

始
め
に
祀
し
た
如
く
我
四
に
於
け
る
輛
勒
信
仰
は
法
相
宗
に
よ
る
も

の
で
あ
つ
て
ゝ
法
相
宗
は
無
著
菩
薩
が
兜
卒
天
上
に
て
輛
勒
よ
り
唯
識

場
合
年
ろ
石
像
の
造
願
と
寺
の
辻
賛
を
同
時
の
も
の
と
考
へ
る
。
爾
勒

信
仰
を
宗
本
と
す
る
法
相
を
學
び
、
し
か
も
州
助
菩
薩
の
化
身
と
も
言

は
れ
た
良
排
が
、
奈
人
に
近
き
笠
世
出
上
の
大
巌
面
を
見
て
神
秘
の
心

を
動
か
し
、
輛
勒
の
像
容
な
こ
ゝ
に
刻
ん
で
笠
世
寺
を
‐―――
い
た
と
す
る

の
は
最
も
資
常
性
に
富
む
も
の
と
思
ふ
。
果
し
て
然
り
と
せ
ば
、
笠
置

寺
の
革
創
卸
州
勒
石
像
の
造
顆
年
代
は
奈
良
時
代
末
期
天
＋
乃
至
賞
地

の
頃
に
求
め
得
る
わ
け
で
あ
る
。

因
み
に
出
中
■
久
氏
は
「夢
殿
」第
十
八
冊
の

「
千
安
尖
都
以
前
の
寺

阻
と
共
の
出
土
瓦
」
中
に
笠
世
寺
出
上
の
軒
丸
瓦
片
（鈴
木
古
治
氏
蔵
）

を
岡
示
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
奈
良
末
期
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
逃
ぺ
木
つ
た
如
く
私
は
笠
世
寺
獅
勒
石
像
の
造
願
が
古
く
奈
史

末
期
に
あ
つ
た
と
見
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
田
石
佛
彫
刻
と
し
て
恰
も

こ
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
に
大
和
楽
山
寺
に
近
き
宇
智
川
畔
の
癖
崖
石

佛
が
現
存
し
て
ゐ
る
。
こ
の
宇
智
川
石
佛
は
槻
言
立
像
と
思
は
れ
る
も

の
で
住
か
高
さ
二
尺
許
の
線
刻
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
同
じ
巌
画
に

刻
ま
れ
た
経
碑
文
に
贅
他
九
年
の
紀
年
を
有
し
、
常
時
鮮
塁
せ
る
巌
面

に
石
佛
を
刻
む
こ
と
の
行
は
れ
た
誰
左
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
我
関
に
於
け
る
創
始
で
は
な
く
、
常
時
の
學
問
借
が
大
陸
支
那
に



於
い
て
見
聞
し
た
磨
崖
石
佛
造
願
の
知
識
の
移
入
に
か
ヽ
お
こ
と
言
ふ

ま
で
も
な
い
。

笠
世
寺
弧
勒
石
像
は
高
さ
五
十
二
尺
幅
四
十
二
尺
の
大
農
面
に
拳
身

光
式
の
彫
り
円
め
を
作
り
、
そ
の
中
に
爾
勒
如
来
立
像
を
線
刻
さ
れ
て

わ
た
も
の
で
あ
る
。
古
末
、
五
丈
の
石
像
と
鵜
し
て
ゐ
る
。
宇
智
川
石

佛
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
Ｉ
大
な
も
の
で
あ
る
。
今
＝
し
い
こ
と
に
奪
容

を
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
が
、
斯
か
る
磨
崖
石
佛
が
奈
■
末
期
に
作
ら
れ

た
紀
念
的
た
避
殿
と
し
て
、
石
佛
彫
刻
史
上
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
限

を
開
ぢ
て
大
野
寺
爾
勒
大
不
像
を
念
裡
に
浮
べ
、
こ
れ
を
笠
世
山
上
に

仰
げ
ば
中
世
の
鰤
勒
信
仰
の
人
々
の
満
仰
の
ほ
ど
が
想
像
せ
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。四

、
服

本

蔵

石

の

書

薩

像

笠
置
山
上
に
は
な
ほ
文
殊
像
を
刻
ん
だ
と
言
ふ
高
さ
二
十
二
尺
幅
十

．
六
尺
の
文
殊
石
、
葉
――‐ｌｉ
像
を
彫
つ
た
と
体
へ
る
高
さ
四
十
尺
幅
三
十
一

尺
の
薬
―‥ｌｌｉ
石
、
夏
ら
に
金
胎
雨
部
受
茶
雑
七
刻
し
た
と
言
ふ
高
さ
四
十

八
尺
幅
二
十
七
尺
の
金
剛
界
石
及
び
高
さ
四
十
尺
幅
三
十
三
尺
の
胎
戯

界
石
が
あ
る
が
、
何
れ
も
痕
述
を
認
め
得
ぬ
の
み
な
ら
す
、
文
献
上
に

も
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
果
し
て
質
際
に
彫
刻
さ
れ
て
あ
っ
た

か
ど
う
か
も
確
か
で
な
い
。
し
か
し
血
本
蔵
石
の
み
は
今
も
優
麗
の
算

容
を
鮮
明
に
残
し
て
ゐ
る
の
で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
ヽ

し
た
い
。

こ
の
虚
本
成
石
の
位
置
は
獅
勒
石
力、
ら
企
く
隔
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

あ
り
、
た
め
に
大
害
を
免
れ
た
と
言
ふ
が
、
前
方
は
住
か
の
山
道
を
残

し
て
断
離
に
臨
み
、
卍
丼
の
た
め
に
は
餘
り
油
常
な
場
所
で
は
な
い
。

笠
世
山
石
佛
と
し
て
は
第
二
次
的
な
待
遇
を
受
け
て
居
り
、
造
顆
年
代

も
お
く
れ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
高
さ
―‐Ч
十
二
尺
幅
二
十
四
尺

二
、
笠
置
蔵
空
赦
石
企
景

聞
に
し
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
寺
件
に
弘
仁
年
間
弘
法
大
師
登
山
し

て
本
像
の
前
に
て
虚
牢
戯
求
聞
持
法
を
修
し
た
と
い
ふ
の
は
、
款
起
上

の
潤
色
に
過
ぎ
ま
い
。

な
ま
た
＝
■
を
以
て
飾
れ
る
こ
の
蓮
庄
の
形
式
は
誠
に
珍
ら
し
い
も

三
、
慮
空
藪
石
漱
座
飾
部
分
見
票
同

残

の
巖
面
に
ふ
身
光
式
の
彫
凹
め

を
作
り
、
そ
の
中
に
線
刻
せ
ち

も
の
で
，
組
高
約
二
丈
に
餘
る

１
に
，
Ｄ
熊
ｋ
ｌ
”
性
弗
ｃ
ｂ

ト



た
紀
念
的
た
週
麟
と
し
て
，
石
朝
剛
亥
史
■
訓
ゴ
カ
冶
オ
て
ォ
Ｚ
‘
掛

を
開
ぢ
て
大
野
十
彊
勒
大
石
像
を
念
祉
に
浮
ぺ
、
こ
れ
を
笠
世
山
上
に

仰
げ
ば
中
世
の
州
勒
信
仰
の
人

々
の
満
仰
の
ほ
ど
が
想
像
せ
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。四

、
虚

本

蔵

石

の

書

薩

像

　̈
笠
性
山
上
に
は
な
ほ
文
殊
像
を
刻
ん
だ
と
言
ふ
高
さ
二
十
二
尺
――‐―十

．
六
尺
の
文
殊
石
、
葉
師
像
を
彫
っ
た
と
体
へ
る
高
さ
四
十
尺
幅
三
十
一

尺
の
薬
師
石
、
嘘
ら
に
金
胎
雨
部
受
茶
雑
を
刻
し
た
と
言
ふ
高
さ
四
十

八
尺
幅
二
十
七
尺
の
金
剛
界
石
及
び
高
さ
四
十
尺
幅
三
十
三
尺
の
胎
戯

界
石
が
あ
る
が
、
何
れ
も
痕
述
を
認
め
得
ぬ
の
み
な
ら
す
、
文
献
上
に

も
求
め
る
こ

イー‥
が
出
来
な
い
の
で
果
し
て
資
際
に
彫
刻
さ
れ
て
あ
っ
た

慮
空
藪
石
漱
座
飾
部
分
見
軍
同

の
巌
面
に
奉
身
光
式
の
彫
凹
め

を
作
り
、
そ
の
中
に
線
刻
せ
る

も
の
で
，
組
高
約
二
丈
に
餘
る

ば
か
り
の
雄
大
な
班
雌
佛
で
あ

る
（口
結
及
第
二
日
）．
傘
容
は
蓮

庄
上
に
隊
座
す
る
菩
薩
形
生
像

で
頭
上
に
は
■
冠
を
頂
き
、
胸

に
珊
路
を
飾
り
、
光
背
は
二
Ｉ

国
光
と
す
る
。
安
冠
正
ｌｒ‐ｉ
に
は

饉
雅
た
安
相
＃
文
を
刻
出
し
て

居
り
、
蓮
庄
は
欧
澗
た
単
丼
蓮

姉
を
以
て
し
、
■
っ
池
中
よ
り

生
し
た
山
■
な
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
中
央
下
方
に
は
菫
を
立
て
こ

れ
に
■
相
■
社
の
見
■
な
膚
■
を
．繹
締
さ
せ
て
ゐ
る
優
肥
さ
は
比
類
稀

な
も
の
で
ヤヽ
／・，。
面
相
亦
ｌｉｌｌ
満
で
、
し
か
も
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
像
容

を
示
し
て
ゐ
一ゝ

密
教
間
像
な
巌
面
に
見
る
思
ひ
が
ぁ
る
。
そ
の
安
冠

飾
、
班
丼
の
形
、
さ
て
は
菫
セ
飾
る
賓
相
■
の
彫
刻
に
は
多
分
に
藤
原

要
術
の
香
が
あ
る
。
か
た
ハ
ヽ
私
は
本
石
像
は
千
安
後
期
の
頃
に
刻
彫

′　
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
す
る
が
、
こ
の
石
像
に
つ
い
て
の
文
献
は
寡

も
お
く
れ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
ｃ
高
さ
―ＩЧ
十
二
尺
幅
二
十
四
尺

二
、
笠
織
虚
空
職
石
企
景

聞
に
し
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
寺
仲
に
弘
仁
年
間
弘
法
大
師
登
山
し

て
本
像
の
前
に
て
虚
本
蔵
求
聞
持
法
を
修
し
た
と
い
ふ
の
は
、
款
起
上

の
潤
色
に
過
ぎ
ま
い
。

な
ほ
賓
相
■
を
以
て
飾
れ
る
こ
の
蓮
庄
の
形
式
は
誠
に
珍
ら
し
い
も

の
で
は
あ
る
が
、
既
に
奈
良
時
代
後
期
の
奈
良
市
頭
琳
石
佛
に
於
い
て

知
似
の
意
匠
が
見
ら
れ
る
。
但
し
頭
搭
の
は
ノ‐‐
右
和
榊
同
業
で
あ
る
に

対
し
も
木
像
の
は
自
由
に
贅
化
を
見̈
せ
て

，
‐‐
―
り
「
意
匠
の
性
質
に
は
十

年
院
鳳
ハ
■
の
装
飾
文
様
な
ぜ
に
通
ｔ
る
も
の
が
あ
る
（第
二
日
る

と
こ
ろ
で
、
本
像
を
同
像
的
に
見
て
こ
れ
な
仲
承
の
如
く
虚
本
戴
像

と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
彫
像
は
■
冠
・
現
略
セ
飾
れ
る
菩
薩
形

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雨
手
に
は
何
等
持
物
を
執
ら
す
、
右
手
は
小
げ
て

指
頭
セ
捻
じ
、
た
手
は
膝
に
■
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
虚
察
戯
菩
薩

と
し
て
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
―――
末
ぬ
や
う
に
思
ふ
。
の
み
な
ら
す

持
物
な
き
斯
の
如
き
薔
薩
形
は
そ
の
０
名
を
定
め
る
に
困
難
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。
私
は
年
ろ
本
像
を
も
輛
勒
像
と
認
め
た
い
。
輛
勒
は
兜
卒

天
上
に
あ
る
菩
薩
で
ぁ
る
が
、
絆
迦
佛
減
の
五
十
六
億
七
千
高
年
後
に

如
末
の
資
格
を
有
つ
て
此
世
に
現
は
れ
る
と
信
じ
ら
れ
た
補
た
の
菩
薩

で
あ
つ
て
、
古
く
よ
り
如
末
形
に
も
菩
薩
形
に
も
造
ら
れ
た
こ
と
例
證

を
引
く
ま
で
な
い
。
而
勒
の
菩
薩
形
は
儀
――りＬ
の
上
よ
り
す
れ
ば
持
物
を
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有
つ
て
居
り
。
本
像
の
如
き
は
求
め
得
な
い
け
れ
ど
も
、
常
末
佛
と
し

て
の
獅
勒
警
薩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
如
来
と
同
様
に
持
物
を
執
ら
す
且

つ
賓
冠
・
理
略
に
装
身
し
て
菩
薩
と
し
て
の
姿
を
示
し
て
み
る
貼
は
、

雨
勒
菩
薩
と
す
る
に
都
合
が
よ
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
新
く
見
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
奪
た
る
根
木
雨
勒
石
像
は
如
木
立
像
に

現
は
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
後
に
こ
の
蓄
薩
生
像
と
し
て
の
獅
勒
像
が
追
造

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
爾
勘
の
集
場
笠
世
山
上
に
こ
の
如

来

・
菩
薩
二
社
の
大
石
佛
が
中
世
並
び
存
し
た
と
し
て
も
敢
え
て
矛
盾

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
本
像
は
我
閾
石
造
美
術
史
を
飾
る
線
刻
磨
崖
石
佛
の
古

遺
物
と
し
て
、
か
の
Ｗ
後
日
杵
附
近
の
陽
刻
磨
崖
石
佛
等
と
共
に
指
を

用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
事
ろ
そ
の
Ｉ
大
さ
と
共
麗
さ
に
於
い
て
は

本
邦
石
佛
中
に
冠
た
る
も
の
と
稀
し
て
井
支
あ
る
女
い
。
根
本
彊
勒
如

来
像
を
焼
損
し
た
と
雖
も
、
こ
の
書
薩
大
磨
離
佛
を
今
も
明
畑
の
山
上

に
升
し
得
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
我
々
の
絶
大
な
喜
び
で
あ
る
。

（昭
和
十
七
年
一
月
稿
）

光

1発

の

逸

言lTi

は

嘘

江
世

の
三
筆

さ

い
つ
て
、
江
術

三
菱
院
、
本
阿
畑
光
瞼
、
松
花

十
昭
乗

の
三

人

の
名
が
仲

へ
ら
れ
て

ゐ
る
。

こ
れ

に

つ

い
て
績

拒
世
崎

人
体

等

の
仲

へ
る

成
時

近
術

三
豹
眈
殿
、
光
魔

に
お
づ
れ
給

ふ
、

今

天
下

に
能
書

ご

い
ふ
は
離

せ
か
す

る
ぞ

〓
、
光
俺
、
先

づ
、

さ
て
次

は
淋
、

人

は

八
幡

の
坊
也

せ
、
藤

公
、
そ

の
先

さ
は
誰
ぞ
、

ミ
仰

せ
給

ふ
に
、
恐
れ
な

が
ら

私
な
り

こ
中
す

〓

い
ふ
話
も
人

口
に
胎

久
し
て

あ

る
。

し
か
し

こ

の
話
は
事
賞

あ

つ
た
も

の
で

な
く
、
後
代
Ｉ
僧
た
の
逸
話
を
本
に
し
て
担
池
し
た
１
，
の
で
あ
る
。
工
備
た

の

逸
話
は
来

の
蘇
易
簡

の
女
″
円
謙
筆
譜

に

Ｉ
備
蔵
博
く
紅
人
に
渉
る
、
介
れ
て
革
隷
を
■
く
す
、
齊
の
大
ｍ
、
止
に
訓

つ
て
日
く
、
我
書
卿
さ
は
何
如
ビ
、
た
日
く
、
に
正
書
第

一
、
陛
下
革
書
第

二
、
正
書
第
二
、
巨
に
第
二
無
く
、
陛
下
に
第

一
無
し
ご
、

こ
あ
る
も
の
発
れ
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
近
世
の
事
で
も
所
訓
仲
説
に
覆
は
れ

員
を
見
難
い
。
況
や
上
世
の
こ
さ
餘
程
の
省
察
を
カー‐
へ
な
け
れ
ば
誤
る
こ
こ
多

い
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（在

桑

手
）


