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二
九

狂
言
「
骨
皮
」 

─
─
従
順
の
愚
と
聖
─
─

大　

谷　

節　

子

は
じ
め
に

　

狂
言
「
骨
皮
」
は
、
小
僧
の
聖
な
る
愚
行
に
よ
っ
て
僧
の
破
戒
が
露
顕
す
る
作
品
で
あ
る
。

　

最
初
に
和
泉
流
の
最
古
本
天
理
図
書
館
蔵
『
狂
言
六
儀
（
（
（

』（
以
下
、
天
理
本
）
に
よ
っ
て
、
狂
言
「
骨
皮
」
を
五
つ
の
場
面
に
分

け
、
粗
筋
を
示
す
。

①　

老
僧
の
登
場

こ
の
寺
の
住
僧
と
名
乗
る
老
僧
が
、
寺
を
譲
り
渡
そ
う
と
小
僧
を
呼
び
出
す
。
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②　

老
僧
と
小
僧
の
対
話

老
僧
が
寺
を
譲
り
隠
居
す
る
旨
を
小
僧
に
告
げ
る
。
小
僧
は
時
期
尚
早
だ
と
辞
退
す
る
が
、
老
僧
は
「
談
合
す
る
こ
と
が
あ

ら
ば
、
と
ひ
に
お
り
や
れ
」
と
諭
し
、「
だ
ん
な
衆
の
き
に
あ
ふ
や
う
に
め
さ
れ
ひ
」
と
教
え
て
隠
居
す
る
。

③　

小
僧
と
檀
那
甲
の
対
話
／
老
僧
へ
の
報
告

寺
へ
傘
を
借
り
に
来
た
檀
那
甲
に
、
小
僧
は
「
や
す
ひ
事
」
と
「
か
ら
か
さ
」
を
貸
す
。
小
僧
が
こ
の
こ
と
を
老
僧
に
報
告

す
る
と
、
老
僧
は
「
う
つ
け
た
事
を
云
人
じ
や
」、「
一
寺
を
も
持
つ
も
の
」
は
「
こ
こ
ろ
や
す
う
か
し
て
な
る
物
か
」
と
叱

り
、
傘
を
貸
せ
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
「
し
し
や
う
の
さ
い
て
あ
る
か
れ
た
れ
ば
、
土
か
ぜ
が
ふ
ひ
て
、
ふ
き
や
ぶ
つ
て
、
ほ

ね
は
ほ
ね
、
か
わ
ゝ
か
は
と
な
つ
て
、
ど
う
中
を
い
ふ
て
、
て
ん
井
へ
う
ち
あ
げ
て
お
ひ
た
と
云
て
、
か
さ
ぬ
物
じ
や
」
と

教
え
る
。

④　

小
僧
と
檀
那
乙
の
対
話
／
老
僧
へ
の
報
告

次
に
寺
へ
馬
を
借
り
に
来
た
檀
那
乙
に
、
小
僧
は
教
え
ら
れ
た
通
り
に
③
の
「
か
ら
か
さ
の
て
く
だ
り
」
を
語
る
と
、
檀
那

乙
は
驚
い
て
寺
を
去
る
。
小
僧
が
こ
れ
を
報
告
す
る
と
、
老
僧
は
驚
い
て
叱
り
、
馬
を
借
り
に
来
た
な
ら
ば
「
青
草
に
つ
け

た
れ
ば
、
だ
ぐ
る
ひ
を
し
て
、
こ
し
が
ぬ
け
て
、
馬
屋
の
角
に
つ
な
ひ
で
お
ひ
た
と
云
物
じ
や
」
と
教
え
る
。

⑤　

小
僧
と
檀
那
乙
の
対
話
／
老
僧
へ
の
報
告

次
に
寺
へ
訪
れ
た
檀
那
丙
が
明
日
の
「
志
」（
追
善
供
養
）
へ
の
出
座
を
頼
む
と
、
小
僧
は
教
え
ら
れ
た
通
り
に
④
の
「
馬

の
て
く
だ
り
」
を
語
っ
て
老
僧
の
不
参
を
告
げ
、
檀
那
丙
は
驚
い
て
寺
を
去
る
。
こ
の
報
告
を
聞
い
た
老
僧
は
立
腹
し
、
小

僧
を
打
擲
す
る
。
小
僧
は
住
持
が
門
前
の
娘
を
無
理
に
眠
蔵
へ
連
れ
込
ん
だ
こ
と
を
「
だ
ぐ
る
ひ
」
で
は
な
い
か
と
問
い
、
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二
人
は
相
撲
で
争
い
、
小
僧
が
老
僧
を
打
ち
倒
す
。

　
「
骨
皮
」
は
天
正
狂
言
本
と
祝
本
に
は
含
ま
れ
ず
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
和
泉
流
、
大
蔵
流
、
鷺
流
の
三
流
、
狂
言
記
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
登
場
人
物
に
異
同
は
な
く
、
老
僧
と
小
僧
、
そ
し
て
檀
那
寺
を
同
じ
く
す
る
三
人
の
檀
那
衆
の
計
五
人
で
あ
る
。
な

お
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
呼
称
は
流
儀
や
発
言
の
主
に
よ
っ
て
異
な
り
、
老
僧
は
住
僧
、
住
持
、
師
匠
、
坊
主
、
師
匠
坊
主
、
老

僧
さ
ま
、
坊
さ
ま
、
和
尚
さ
ま
、
御
坊
さ
ま
、
出
家
等
、
小
僧
は
し
ん
ぼ
ち
、
弟
子
等
で
記
さ
れ
、『
狂
言
記
』
は
三
人
の
檀
那
に

市
兵
衛
、
二
郎
兵
衛
、
三
郎
兵
衛
の
固
有
名
詞
を
充
て
る
が
、
以
下
、
小
稿
で
は
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
を
除
き
、
老
僧
、
小

僧
、
檀
那
甲
、
檀
那
乙
、
檀
那
丙
の
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
賢
者
と
愚
者

　

先
に
示
し
た
場
面
展
開
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
狂
言
「
骨
皮
」
の
「
を
か
し
」
は
、
問
い
と
答
え
が
一
つ
ず
つ
ず
れ
て
い
く
、
掛

け
違
え
の
可
笑
し
さ
、
面
白
さ
に
先
ず
は
あ
る
。
登
場
人
物
の
中
の
愚
者
は
、
老
僧
の
教
え
に
理
解
が
及
ば
ず
愚
行
を
繰
り
返
す
小

僧
で
あ
る
。

　

以
下
、
天
理
本
の
小
僧
が
如
何
な
る
愚
者
で
あ
る
か
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
は
こ
の
「
成
人
」
し
た
若
年
僧
が
、
自
ら

が
未
だ
寺
を
持
つ
分
際
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
う
分
別
を
持
っ
た
「
し
ん
ぼ
ち（（
（

」
で
あ
り
、
傲
慢
、
強
欲
な
心
の
持
ち
主
と
し
て

は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
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二

「
し
ん
ぼ
ち
、
い
る
か
」
と
云
て
、
よ
び
出
す
。
出
る
。「
な
に
の
御
や
ふ
で
御
ざ
あ
る
ぞ
」
と
云
。
シ
カ
〳
〵
。「
今
日
よ
り

寺
を
わ
た
さ
う
」
と
云
。「
そ
れ
は
か
た
じ
け
な
ふ
は
御
ざ
れ
共
、
ま
だ
お
さ
う
も
な
ら
ぬ
事
じ
や
」
と
云
。「
尤
な
れ
共
、
は

や
思
ひ
よ
つ
た
ほ
ど
に
」
と
云
。「
い
か
や
う
と
も
か
し
こ
ま
つ
て
は
御
ざ
れ
共
、
わ
た
く
し
の
ぶ
ん
と
し
て
此
寺
を
持
事
は

成
ま
ら
す
ま
ひ
」
と
云
。「
い
や
寺
を
わ
た
す
と
云
て
、
よ
そ
へ
も
い
か
ぬ
。
則
、
此
う
ら
へ
ゐ
ん
き
よ
す
る
ほ
ど
に
、
な
に

事
も
談
合
す
る
事
が
あ
ら
ば
、
と
ひ
に
お
り
や
れ
」
と
云
。「
さ
ら
ば
、
か
し
こ
ま
つ
た
」
と
云
。「
と
か
く
だ
ん
な
衆
の
、
き

に
あ
ふ
や
う
に
め
さ
れ
ひ
」
と
云
。「
か
し
こ
ま
つ
た
」
と
云
。

　

右
の
や
り
取
り
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
僧
は
老
僧
の
教
え
に
極
め
て
従
順
で
あ
る
。
寺
を
譲
り
受
け
る
こ
と
も
、
隠
居
す
る

老
僧
に
「
談
合
」（
相
談
）
す
る
こ
と
も
、「
檀
那
衆
の
気
に
合
う
様
に
」
と
い
う
心
得
も
、
小
僧
は
躊
躇
な
く
全
て
「
か
し
こ
ま
つ

た
」
と
追
従
す
る
。
従
っ
て
、
小
僧
が
檀
那
甲
に
傘
を
貸
し
た
の
も
、「
檀
那
衆
の
気
に
合
う
様
に
」
と
い
う
老
僧
の
教
え
を
遵
守

し
て
の
対
処
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
老
僧
は
こ
の
小
僧
を
「
う
つ
け
」
と
叱
り
、
傘
は
あ
っ
て
も
貸
さ
な
い
時
の
知
恵
、
つ
ま
り
は

嘘
の
付
き
方
を
次
の
よ
う
に
教
え
る
。

師
匠
の
さ
い
て
歩
か
れ
た
れ
ば
、
土
風
が
吹
ひ
て
、
吹
き
破
つ
て
、
骨
は
骨
、
皮
は
皮
と
な
つ
て
、
胴
中
を
い
ふ
て
、
天
井
へ

う
ち
あ
げ
て
お
ひ
た
、
と
云
て
、
か
さ
ぬ
物
じ
や
。



狂言「骨皮」──従順の愚と聖──

三
三

　

老
僧
が
示
し
た
右
の
「
唐
傘
の
て
く
だ
り
」
に
、
や
は
り
「
か
し
こ
ま
っ
た
」
と
恭
順
の
意
を
表
し
た
小
僧
は
、
次
に
来
訪
し
た

馬
を
借
り
た
い
と
い
う
檀
那
乙
に
、
こ
の
「
唐
傘
の
て
く
だ
り
」
を
忠
実
に
復
唱
し
、「
佳
ひ
様
に
申
し
た
」
と
老
僧
へ
報
告
す

る
。
こ
れ
を
聞
い
た
老
僧
は
小
僧
の
無
理
解
を
叱
り
、
馬
を
借
り
に
来
る
人
へ
の
対
処
法
、
つ
ま
り
は
時
宜
に
叶
っ
た
嘘
の
付
き
方

を
次
の
よ
う
に
教
え
た
の
で
あ
っ
た
。

青
草
に
つ
け
た
れ
ば
、
だ
ぐ
る
ひ
を
し
て
、
こ
し
が
ぬ
け
て
、
馬
屋
の
角
に
つ
な
ひ
で
お
ひ
た
と
云
物

　

小
僧
は
、
老
僧
が
示
し
た
右
の
「
馬
の
て
く
だ
り
」
を
今
度
も
「
か
し
こ
ま
つ
た
」
と
鵜
呑
み
し
、
檀
那
丙
が
明
日
の
御
斎
を
知

ら
せ
に
来
る
と
、
老
僧
か
ら
教
え
ら
れ
た
通
り
の
「
馬
の
て
く
だ
り
」
を
復
唱
し
て
「
わ
た
く
し
は
ま
い
ら
う
、
し
し
や
う
は
ゑ
ま

い
ら
れ
ま
ひ
」
と
、
老
僧
が
欠
席
す
る
旨
の
返
事
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
報
告
を
聞
い
た
老
僧
は
「
い
つ
身
ど
も
が
だ
ぐ
る
ひ
し
た

ぞ
」
と
激
怒
し
、
小
僧
を
「
き
す
る
」（
打
擲
す
る
）
に
及
ぶ
。

　

賢
愚
を
計
る
指
標
が
臨
機
応
変
か
否
か
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
愚
行
は
な
く
、
こ
の
小
僧
が
老
僧
の
発
言
を
解
さ
な
い
愚
者
で

あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
確
か
に
狂
言
に
は
、
こ
の
手
の
愚
者
を
笑
う
作
品
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
一
向
に
話
が
通
じ

ぬ
愚
者
に
手
を
焼
い
た
賢
者
が
、
愚
者
に
自
分
の
言
っ
た
通
り
に
「
口
真
似
せ
よ
」
と
命
じ
る
狂
言
「
い
ろ
は
」「
口
真
似
」「
察

化
（
（
（

」
等
で
あ
る
。

　
「
い
ろ
は
」
の
場
合
は
祖
父
が
孫
に
、「
口
真
似
」「
察
化
」
の
場
合
は
主
人
が
太
郎
冠
者
に
、
自
分
の
言
動
の
真
似
を
命
じ
る
。

す
る
と
愚
者
は
命
じ
た
者
の
言
葉
を
鸚
鵡
返
し
に
繰
り
返
し
、
賢
者
を
怒
ら
せ
る
。



三
四

　

こ
れ
ら
の
狂
言
の
「
を
か
し
」
は
、
命
令
の
意
味
の
取
り
違
え
に
あ
る
。
両
者
の
会
話
が
噛
み
合
わ
な
い
の
は
、
愚
者
は
「
言
う

通
り
に
せ
よ
」「
す
る
通
り
に
せ
よ
」
が
命
令
に
従
え
と
い
う
「
含
意
（
（
（

」
を
持
つ
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
発
せ
ら
れ
た
言
葉
を
そ
の
ま

ま
口
真
似
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愚
行
に
、
賢
者
を
愚
弄
す
る
下
心
は
な
い
。
愚
者
は
最
後
ま
で
自
ら
の
無
理
解
に
気
付
く

こ
と
は
な
く
、
賢
者
の
命
令
に
ひ
た
す
ら
懸
命
に
服
従
し
、
愚
行
に
精
を
出
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
種
の
狂
言
の
中
で
も
、「
骨
皮
」
に
同
じ
く
老
僧
と
小
僧
が
登
場
す
る
狂
言
「
忠
喜
（
（
（

」
の
愚
者
は
、
口
真
似
に
没

頭
す
る
類
の
愚
者
で
は
な
い
。
こ
の
小
僧
は
、
布
施
を
期
待
し
て
喜
ん
だ
不
謹
慎
を
老
僧
に
咎
め
ら
れ
た
時
に
、
次
の
よ
う
な
応
答

を
す
る
。

老
僧
お
の
れ
が
、
そ
の
や
う
な
ひ
き
や
う
な
事
ぬ
か
す
。
そ
の
こ
ん
じ
や
う
で
学
門
も
ゑ
せ
ぬ
。
出
家
と
云
物
は
さ
う
で
は
な

ひ
、
布
施
が
あ
つ
た
ら
な
か
つ
た
ら
大
事
か
、
そ
の
か
ま
ひ
は
な
ひ
物
じ
や

小
僧
さ
う
は
お
せ
ら
る
れ
共
、
こ
な
た
も
斎
に
御
ざ
つ
て
、
お
ふ
せ
が
く
わ
つ
と
あ
つ
た
時
は
、
い
か
う
御
機
嫌
が
よ
ふ
御
ざ

り
、
そ
つ
と
あ
つ
た
時
は
中
の
御
機
嫌
、
ふ
せ
が
な
け
れ
ば
、
も
ど
つ
て
と
が
も
な
い
同
宿
ど
も
を
し
か
り
ま
わ
つ
て
、
御
き

げ
ん
が
わ
る
（
（
（
ひ

布
施
の
有
無
に
惑
わ
ぬ
の
が
出
家
で
あ
り
、
布
施
を
期
待
す
る
こ
と
は
「
非
興
」
す
な
わ
ち
俗
で
あ
り
、
学
問
が
で
き
な
い
の
は
俗

な
る
心
構
え
の
故
だ
と
説
教
を
垂
れ
る
老
僧
に
対
し
て
、
布
施
の
大
小
で
機
嫌
が
異
な
る
老
僧
の
日
常
を
有
り
体
に
問
う
「
愚
者
」

で
あ
る
。
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三
五

　

賢
者
で
あ
る
べ
き
老
僧
は
、
こ
の
「
愚
者
」
を
「
た
と
ひ
さ
う
あ
れ
ば
と
て
、
師
匠
に
対
し
て
そ
の
や
う
な
慮
外
を
ぬ
か
す
物

か
」
と
叱
っ
て
小
僧
を
黙
ら
せ
、
自
ら
の
「
非
興
」
な
「
根
性
」
を
露
呈
す
る
。

　

続
い
て
狂
言
「
忠
喜
」
の
老
僧
は
、
斎
に
出
向
く
身
支
度
に
髪
を
剃
ら
せ
る
際
に
も
、
麁
相
を
繰
り
返
す
小
僧
に
、「
師
匠
の
ま

へ
を
通
る
時
は
、
こ
し
を
か
ゝ
め
て
、
い
か
に
も
ゐ
ん
ぎ
ん
に
す
る
物
な
り
」
と
説
教
し
、
初
学
者
が
学
ぶ
『
童
子
教
』
を
引
用
し

て
、「
弟
子
七
尺
去
っ
て
師
の
影
を
踏
ま
ず
（
（
（

」
と
諭
す
。
小
僧
は
こ
れ
ま
で
の
無
知
を
詫
び
、
教
え
を
順
守
す
べ
く
老
僧
の
前
を
這

う
と
、
再
び
老
僧
は
「
そ
の
や
う
に
人
の
は
な
の
さ
き
を
通
る
物
か
」
と
叱
る
。
小
僧
は
、

前
を
と
お
れ
ば
、
は
な
の
さ
き
じ
や
と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
、
う
し
ろ
を
と
お
れ
ば
か
げ
を
ふ
み
ま
ら
す
る
、
わ
た
く
し
も
い
た
し

や
う
が
な
ひ
。

と
困
り
果
て
た
挙
句
、
接
近
せ
ず
に
師
の
髪
を
剃
る
方
法
を
思
案
し
、
竹
の
先
に
剃
刀
を
結
い
付
け
て
奮
闘
し
た
末
に
、
老
僧
の
鼻

を
削
い
で
し
ま
う
。

　

右
の
狂
言
「
忠
喜
」
と
「
骨
皮
」
に
共
通
す
る
の
は
、
小
僧
の
愚
鈍
な
ま
で
の
恭
順
が
図
ら
ず
も
老
僧
の
俗
物
性
を
露
顕
さ
せ
る

構
図
と
、
老
僧
が
自
ら
墓
穴
を
掘
る
形
で
迎
え
る
悲
惨
な
結
末
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
狂
言
「
骨
皮
」
に
お
い
て
、
老
僧
が
寺
を
譲
る
に
あ
た
っ
て
小
僧
に
示
し
た
「
だ
ん
な
衆
の
き
に
あ
ふ
や
う
に
め
さ
れ

ひ
」
と
い
う
教
え
は
、
寺
の
経
営
の
た
め
に
旦
那
衆
へ
の
迎
合
を
説
い
た
、
世
俗
的
な
「
知
恵
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
老

僧
の
教
え
に
従
っ
て
小
僧
が
最
初
に
行
っ
た
傘
の
貸
与
は
、
必
要
と
す
る
人
に
惜
し
み
な
く
こ
れ
を
与
え
る
、
出
家
に
相
応
し
い



三
六

「
機
に
合
」
っ
た
善
行
で
あ
っ
た
。
俗
な
る
発
言
を
聖
な
る
言
葉
と
し
て
聴
く
小
僧
の
聖
性
と
、
こ
れ
を
「
う
つ
け
」
と
非
難
し
た

老
僧
の
俗
物
性
は
、
冒
頭
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
所
有
に
執
着
す
る
俗
物
で
あ
る
老
僧
に
と
っ
て
、
小
僧
の
善
行
は
愚
行

で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
老
僧
は
小
僧
が
「
愚
行
」
を
重
ね
な
い
た
め
の
処
方
と
し
て
嘘
の
付
き
方
を
教
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、

「
愚
者
」
で
あ
る
小
僧
は
「
賢
者
」
の
虚
言
を
理
解
で
き
な
い
。
両
者
の
意
思
は
疎
通
し
な
い
。

　
「
忠
喜
」「
骨
皮
」
二
つ
の
出
家
狂
言
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
老
僧
を
破
綻
へ
と
追
い
込
ん
で
い
く
小
僧
の
行
動
が
老
僧
へ
の

反
抗
心
や
批
判
の
発
露
と
し
て
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
従
順
、
恭
順
に
拠
っ
て
為
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
狂
言
「
骨
皮
」
に
お
い

て
、
老
僧
の
教
え
た
文
言
を
愚
直
に
覚
え
て
は
反
復
し
続
け
る
小
僧
の
愚
行
は
、
愚
痴
愚
鈍
の
標
本
の
如
き
所
業
で
あ
る
が
、
こ
の

「
愚
者
」
の
「
無
明
」
が
、「
賢
者
」
で
あ
る
は
ず
の
老
僧
の
慳
貪
戒
破
戒
や
妄
語
戒
破
戒
、
つ
い
に
は
邪
婬
戒
破
戒
を
露
呈
さ
せ
て

い
く
。
こ
の
意
図
せ
ぬ
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
狂
言
「
骨
皮
」
の
「
を
か
し
」
で
あ
る
。

二
、
老
僧
の
破
戒
を
告
発
す
る
小
僧

　

小
僧
が
僧
の
破
戒
を
暴
く
話
型
は
、
狂
言
以
前
に
溯
る
。

或
上
人
鶏
ノ
卵
ヲ
取
テ
、
ユ
デ
ヽ
ク
ヒ
ケ
ル
ガ
、
小
法
師
ニ
カ
ク
シ
テ
、
茄
子
漬
ト
名
ツ
ケ
テ
、
食
シ
ケ
ル
。
小
法
師
コ
レ
ヲ

知
テ
事
ノ
次
ニ
云
ヒ
タ
ク
思
テ
、
鶏
ノ
暁
鳴
ヲ
、「
御
房
々
々
、
茄
子
漬
ノ
父
ノ
鳴
候
。
聞
セ
給
フ
カ
」
ト
云
ヒ
ケ
ル
。

或
上
人
、
鮎
ノ
白
干
ヲ
、
紙
ニ
裹
テ
、
剃
刀
ト
名
テ
、
カ
ク
シ
ヲ
キ
テ
、
食
シ
ケ
ル
。
小
法
師
、
事
ノ
次
ニ
云
ヒ
タ
ク
思
ヒ
ケ
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ル
ニ
主
ト
ト
モ
ニ
河
ヲ
渡
ル
ニ
鮎
ノ
河
ニ
見
ヘ
ケ
ル
ヲ
、「
御
房
々
々
、
ナ
マ
剃
刀
見
ヘ
候
。
御
足
バ
シ
御
ア
ヤ
マ
チ
ア
ル
ナ
」

ト
云
ケ
ル
。 

（
無
住
『
雑
談
集
』
巻
二
「
妄
語
得
失
事（（
（

」）

右
は
い
ず
れ
も
、
小
僧
（
小
法
師
）
が
老
僧
（
上
人
）
の
破
戒
を
暴
露
す
る
話
で
あ
る
。
前
半
は
茄
子
漬
と
偽
っ
て
密
か
に
鶏
卵
を

食
べ
て
い
た
老
僧
に
、
夜
明
け
の
鶏
の
声
を
聴
い
た
小
僧
が
「
茄
子
漬
の
父
」
が
鳴
い
た
と
知
ら
せ
、
後
半
は
、
剃
刀
と
偽
っ
て
密

か
に
鮎
の
白
干
を
食
べ
て
い
た
老
僧
に
、
河
で
泳
ぐ
鮎
を
見
た
小
僧
が
「
ナ
マ
剃
刀
」
だ
と
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
老
僧
の
殺
生
戒
破

戒
が
告
発
さ
れ
る
。

　

隠
れ
て
鶏
卵
を
食
す
る
前
半
の
老
僧
の
破
戒
も
、
隠
れ
て
鮎
の
白
干
を
食
す
る
後
半
の
老
僧
の
破
戒
も
、
傍
線
部
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
小
僧
は
告
発
の
機
会
を
伺
っ
て
い
た
。
狂
言
「
骨
皮
」
の
小
僧
と
は
異
な
り
、
小
僧
は
意
図
し
て
鶏
鳴
を
「
茄
子
漬
の
父
の

鳴
」
と
表
現
し
、
川
で
泳
ぐ
鮎
を
「
ナ
マ
剃
刀
」（
生
き
て
い
る
剃
刀
）
と
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
右
の
『
雑
談
集
』
所
収
の
二
話
は
、『
法
師
物
語
絵
巻
（
（
（

』（
小
田
原
文
化
財
団
所
蔵
）
に
も
見
え
、
こ
の
内
「
鮎
は
剃
刀
」

と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
場
面
の
画
中
詞
に
は
、
和
尚
と
小
僧
の
会
話
を
聴
い
て
興
が
る
童
の
発
話
「
あ
ら
可
笑
し
や
」
が
記
さ
れ
て

い
る
。
老
僧
が
笑
い
者
に
成
り
下
が
っ
た
姿
は
、
小
僧
の
思
惑
通
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
法
師
物
語
絵
巻
』
は
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
一
三
七
二
―
一
四
五
六
）
筆
録
の
『
駿
牛
絵
詞
』
紙
背
の
説
話
断

簡
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
に
見
ら
れ
る
「
法
師
僧
膳
」「
鮎
は
剃
刀
」「
馬
の
落
と
し
物
」
と
重
な
っ
て
い
（
（（
（
る
。
こ
の
内
「
馬
の
落
と

し
物
」
は
、
僧
の
言
葉
通
り
に
行
動
す
る
「
小
法
師
」
の
話
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
狂
言
「
骨
皮
」
に
共
通
す
る
展
開
が
認
め
ら
れ

る
。



三
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或
時
、
又
人
の
請
し
け
る
に
、
小
法
師
を
よ
ひ
よ
せ
て
、
お
ほ
く
の
布
施
と
り
は
へ
し
て
、
か
く
世
さ
ま
も
、
た
え
〳
〵
し
き

事
に
な
り
ゆ
け
は
、
あ
さ
ま
し
と
は
思
は
ぬ
か
、
こ
の
た
ひ
は
、
構
て
お
つ
る
物
ひ
ろ
ひ
も
つ
事
な
せ
そ
、
た
ゝ
ふ
み
す
て
ゝ

あ
り
な
ん
と
、
よ
く
〳
〵
お
し
へ
い
ひ
て
い
つ
る
に
、
施
主
の
も
と
よ
り
迎
に
た
ひ
た
り
け
る
馬
、
す
こ
し
物
お
と
ろ
き
を
し

け
る
ほ
と
に
、
は
ね
お
と
さ
れ
ぬ
、
小
法
師
い
そ
き
よ
り
て
、
や
か
て
ふ
み
つ
け
る
程
に
、
こ
は
い
か
に
と
い
ひ
け
れ
と
も
、

た
ゝ
ふ
み
に
ふ
む
ほ
と
に
、
身
も
た
か
ひ
て
、
た
ち
あ
か
る
へ
き
や
う
も
な
く
て
、
む
な
し
く
坊
に
帰
り
ぬ
、
さ
て
も
い
か
な

り
つ
る
事
そ
や
と
い
へ
は
、
い
さ
と
よ
、
落
た
ら
ぬ
物
を
は
、
ふ
み
つ
け
よ
と
仰
事
候
し
か
は
、
前
の
た
ひ
ふ
る
ま
ゐ
そ
む
し

て
、
鼻
つ
き
候
し
事
の
あ
さ
ま
し
さ
に
、
仰
の
ま
ゝ
に
こ
そ
ふ
る
ま
い
て
は
候
つ
れ
と
い
ひ
て
、
振
舞
お
ほ
せ
た
る
か
ほ
け
し

き
な
り
、
す
へ
て
こ
の
小
法
師
か
ゆ
へ
に
、
お
ほ
く
の
請
用
し
（
第
九
紙
）

か
り
け
れ
は
、
そ
の
日
の
請
用
も
、
俄
に
辞
退
し
て
、
布
施
も
え
と
ら
さ
り
け
り
（
第
五
紙
）

其
後
に
、
又
請
用
し
た
り
け
る
に
、
此
度
は
説
経
双
紙
お
と
さ
ぬ
や
う
に
、
小
袋
に
入
て
頭
に
か
け
て
ゆ
く
ほ
と
に
、
道
の
い

た
く
こ
ち
な
か
ら
ぬ
所
に
て
、
笠
を
ぬ
き
て
、
時
の
ほ
と
、
こ
法
師
に
も
た
せ
た
り
け
る
に
、
馬
の
く
そ
を
ひ
と
つ
も
お
と
さ

す
う
け
入
に
け
り
、
さ
る
程
に
こ
ち
な
き
人
の
あ
ひ
け
る
に
、
か
く
れ
む
と
て
も
た
せ
た
る
笠
を
こ
ひ
て
、
あ
は
て
き
た
る
程

に
馬
の
く
そ
を
、
さ
な
か
ら
あ
み
か
つ
き
ぬ
、
こ
ゝ
ろ
は
か
り
は
と
り
さ
う
そ
、
き
た
り
け
る
衣
袈
裟
み
な
散
〳
〵
に
よ
こ
れ

て
、
は
れ
に
き
つ
へ
き
様
も
な
か
り
け
れ
は
、
道
よ
り
我
も
と
へ
帰
り
、
な
に
く
れ
し
け
る
ほ
と
に
、
お
そ
く
成
け
れ
は
、
施
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主
腹
立
て
俄
に
人
を
請
し
ぬ
、
か
ら
う
し
て
行
た
れ
と
も
、
そ
の
か
ひ
そ
な
か
り
け
る
（
第
三
紙（（（
（

）

右
の
紙
背
説
話
断
簡
を
紹
介
し
た
石
塚
一
雄
氏
は
、
地
方
に
残
る
「
和
尚
と
小
僧
」
の
昔
話
の
中
に
、
僧
を
踏
み
付
け
て
叱
ら
れ
る

小
僧
の
話
型
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
第
五
紙
に
続
く
部
分
と
、
第
三
紙
の
前
に
欠
落
が
あ
り
、
前
半
は
落
ち
て
い
る
金
子
を
拾
う

こ
と
を
戒
め
ら
れ
た
小
僧
が
、
落
馬
し
た
僧
を
救
わ
ず
に
踏
み
付
け
た
話
、
後
半
は
こ
れ
を
叱
ら
れ
た
小
僧
が
、
馬
の
糞
を
拾
い
上

げ
て
僧
に
差
し
出
し
、
僧
の
着
衣
が
汚
れ
る
筋
を
想
定
さ
れ
（
（（
（
た
。

　

右
は
、「
賢
者
」
の
老
僧
の
命
令
と
「
愚
者
」
の
小
僧
の
恭
順
、
両
者
の
意
思
不
疎
通
が
も
た
ら
す
老
僧
の
悲
惨
な
結
末
に
お
い

て
、
狂
言
「
骨
皮
」
や
「
忠
喜
」
と
相
似
形
で
あ
り
、
こ
う
し
た
出
家
狂
言
の
淵
源
は
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
時
代
に
溯
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
周
辺
で
愛
好
さ
れ
た
「
一
口
物
語
」
や
、
こ
れ
に
関
わ
る
『
法
師
物
語
絵
巻
』
の
存
在

は
、
小
僧
が
老
僧
の
腐
敗
堕
落
を
顕
在
化
さ
せ
る
笑
話
の
当
時
の
享
受
者
層
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
『
法
師
物
語
絵
巻
』
に
は
、『
沙
石
集
』
巻
八
─
十
「
小
法
師
利
口
事
」
の
類
話
が
見
ら
れ
る
「
法
師
僧
膳
」
や
同

じ
く
『
沙
石
集
』
巻
八
─
十
一
「
児
ノ
飴
ク
ヒ
タ
ル
事
」
の
類
話
で
あ
る
「
死
に
薬
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
「
死
に

薬
」
は
、
狂
言
「
附
子
」
の
基
に
な
っ
た
老
僧
と
小
僧
の
小
話
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
『
啓
顔
録
』
に
溯
る
こ
と
が
知
ら
れ
（
（（
（
る
。

　

橋
本
朝
生
氏
は
、
天
正
狂
言
本
に
小
僧
と
老
僧
に
よ
る
「
新
発
意
物
（
出
家
狂
言
）」
が
無
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
主
人
と
太

郎
冠
者
に
よ
る
「
太
郎
冠
者
物
（
主
従
狂
言
）」
の
形
が
先
行
し
て
生
ま
れ
、「
新
発
意
物
」
は
後
に
分
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（
（（
（
た

が
、
本
来
老
僧
と
小
僧
の
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
世
に
主
従
の
関
係
に
変
え
ら
れ
た
狂
言
「
附
子
」
の
例
か
ら
も
、
逆
の
推
移
を

想
定
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。



四
〇

　

そ
の
上
で
、『
法
師
物
語
絵
巻
』
や
「
一
口
物
語
」
と
狂
言
「
骨
皮
」
が
異
な
る
の
は
、
前
者
の
小
僧
が
「
知
恵
者
」「
賢
者
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
狂
言
の
小
僧
は
あ
く
ま
で
も
「
愚
者
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

三　

狂
言
「
骨
皮
」
の
変
質

　

こ
こ
ま
で
狂
言
「
骨
皮
」
を
和
泉
流
の
最
古
本
で
あ
る
天
理
本
に
拠
っ
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
の
章
で
は
、
他
流
や
後
代

の
台
本
を
比
較
し
な
が
ら
、
こ
の
狂
言
の
変
化
を
辿
る
。
大
蔵
流
は
最
古
写
本
の
大
蔵
虎
明
本
、
鷺
流
も
最
古
写
本
の
延
宝
忠
政
本

を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
他
本
を
参
照
す
る
。

　

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
和
泉
流
天
理
本
の
小
僧
は
、
自
ら
の
分
際
を
わ
き
ま
え
た
、
分
別
を
持
っ
た
出
家
で
あ
り
、
老
僧
の
命

令
を
墨
守
す
る
小
僧
の
聖
性
は
、
老
僧
の
俗
物
性
に
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
た
。
天
理
本
で
は
老
僧
が
寺
を
譲
る
理
由
に
小
僧
の

「
成
人
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
大
蔵
流
虎
明
本
で
は
特
段
の
理
由
は
示
さ
れ
ず
、
老
僧
は
「
日
も
よ
ひ
程
に
寺
を
わ
た
さ
う
」

と
言
う
。
こ
れ
に
続
く
小
僧
と
老
僧
の
応
答
を
次
に
引
用
す
る
。

小
僧
か
た
じ
け
な
ふ
御
ざ
れ
ど
も
、
い
ま
だ
じ
や
く
は
い
に
て
、
此
寺
を
か
ゝ
ゆ
る
事
は
な
り
ま
ら
す
ま
ひ
程
に
、
ま
づ
寺
を

か
ゝ
へ
さ
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
ひ
。

住
持
尤
汝
が
い
ふ
こ
と
く
な
れ
共
、
檀
那
衆
も
一
段
よ
か
ら
ふ
と
仰
ら
る
ゝ
程
に
、
又
某
が
よ
そ
へ
行
事
で
も
な
し
、
持
仏
堂

へ
ま
い
つ
て
、
身
共
は
く
も
ん
じ
を
く
る
程
に
、
何
成
共
用
な
事
が
あ
ら
ば
と
は
し
め
。
今
日
よ
り
は
此
寺
万
渡
す
ぞ
。
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（
大
蔵
流
虎
明
本（（（
（

）

　

小
僧
が
未
だ
若
輩
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
戸
惑
い
を
見
せ
る
点
は
天
理
本
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
後
、
一
人
に
な
っ
た
小
僧

は
、「
さ
て
〳
〵
に
が
に
が
し
ひ
事
か
な
」「
さ
り
な
が
ら
よ
そ
へ
は
ゆ
か
れ
ぬ
程
に
、
何
事
も
と
は
う
ま
で
よ
」
と
呟
く
。
寺
を
抱

え
る
こ
と
を
「
苦
々
し
」
と
迷
惑
し
、「
何
事
も
と
は
う
ま
で
よ
」
と
受
け
入
れ
る
発
言
に
は
、
天
理
本
に
比
し
て
小
僧
の
未
熟
さ

や
安
易
さ
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
老
僧
（
住
持
）
の
返
答
に
言
う
「
く
も
ん
じ
（
求
聞
持
法
）」
と
は
、
聞
持
（
見
聞
覚
知

し
た
こ
と
を
覚
え
保
ち
、
忘
失
せ
ぬ
こ
と
）
を
求
め
る
法
で
あ
る
。「
求
聞
持
法
」
が
こ
の
狂
言
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
な
く
、
老

僧
が
「
求
聞
持
法
」
を
行
う
と
い
う
設
定
は
、
虎
明
が
案
出
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

右
の
よ
う
な
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
大
蔵
流
も
江
戸
初
期
の
虎
明
本
に
お
い
て
は
天
理
本
と
大
き
な
違
い
は
生
じ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
江
戸
中
期
の
大
蔵
虎
寛
本
に
な
る
と
、
小
僧
の
造
型
は
、
寺
を
譲
り
受
け
る
こ
と
を
以
前
よ
り
密
か
に
待
ち
望
み
、

老
僧
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
途
端
に
本
性
を
表
し
て
代
替
わ
り
を
手
放
し
で
喜
ぶ
、
小
賢
し
い
俗
人
へ
と
変
化
す
る
。

な
う
〳
〵
嬉
し
や
〳
〵
。
い
つ
寺
を
ゆ
づ
ら
る
ゝ
と
存
て
御
ざ
れ
ば
、
今
日
ゆ
づ
ら
れ
て
、
此
様
は
悦
ば
し
い
事
は
御
座
ら
ぬ

 

（
大
蔵
流
虎
寛
本（（（
（

）

　

ま
た
、
鷺
流
の
場
合
は
、
小
僧
の
成
人
を
理
由
に
老
僧
が
寺
を
渡
す
点
、
檀
那
衆
の
気
に
合
う
よ
う
に
せ
よ
と
老
僧
が
注
意
す
る

点
は
和
泉
流
天
理
本
に
共
通
す
る
が
、
一
人
に
な
っ
た
小
僧
は
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
若
衆
遊
び
が
で
き
る
と
喜
ぶ
有
様
で
、
大
蔵
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虎
寛
本
以
上
に
俗
物
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
る
。

偖
も
〳
〵
嬉
し
い
事
哉
。
此
寺
を
い
つ
請
取
と
お
も
ふ
所
に
今
日
よ
り
し
て
某
の
儘
に
成
た
ほ
ど
に
若
衆
を
寄
集
夜
昼
の
き
ら

い
も
な
く
あ
そ
ぼ
う
と
存
る
。 

（
鷺
流
延
宝
忠
政
本（（（
（

）

　

な
お
、
鷺
流
で
も
伝
右
衛
門
派
の
最
古
本
で
あ
る
享
保
保
教
本
は
大
蔵
虎
寛
本
に
近
く
、
俗
物
へ
の
傾
斜
は
鷺
流
の
中
で
も
仁
右

衛
門
派
に
、
よ
り
顕
著
な
傾
向
と
言
え
る
。

ナ
フ
嬉
敷
ヤ
。
イ
ツ
カ
此
寺
ヲ
持
フ
ト
存
タ
レ
バ
、
今
日
則
譲
レ
テ
御
座
ル
。
此
様
ナ
大
慶
ナ
事
ハ
御
座
ラ
ヌ
。

 

（
鷺
流
享
保
保
教
本（（（
（

）

　

続
く
檀
家
甲
と
の
対
話
の
場
面
に
お
い
て
も
、
天
理
本
の
小
僧
は
、
老
僧
の
教
え
の
ま
ま
に
傘
を
貸
す
従
順
な
聖
性
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
が
、
虎
明
本
以
降
の
大
蔵
流
台
本
で
は
、「
ば
う
ず
の
さ
し
ぞ
め
も
せ
ら
れ
ぬ
か
さ
で
ご
ざ
れ
ど
も
、
か
し
ま
ら
す
る
」
と

恩
着
せ
が
ま
し
い
挨
拶
を
す
る
点
に
お
い
て
、
世
俗
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
傘
が
ま
だ
一
度
も
使
っ
て
い
な
い
新
品

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
後
の
老
僧
の
返
答
の
中
で
も
「
其
笠
は
身
共
が
さ
し
ぞ
め
も
せ
ぬ
か
さ
じ
や
も
の
を
、
そ
れ
を
か
す
物
か
」

と
言
及
さ
れ
、
同
文
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
笑
い
を
誘
う
工
夫
と
し
て
加
味
さ
れ
た
側
面
も
あ
ろ
う
。
但
し
、
両
流
と
も
に
江
戸

初
期
台
本
は
叱
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
小
僧
は
粛
々
と
こ
れ
を
聞
く
が
、
大
蔵
流
虎
寛
本
に
な
る
と
、
小
僧
は
「
で
も
こ
な
た
は
檀
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那
衆
の
気
に
入
様
に
せ
い
と
は
仰
ら
れ
ぬ
か
」
と
反
論
を
す
る
。
老
僧
は
「
い
か
に
気
に
入
る
様
に
せ
い
と
云
へ
ば
と
て
、
あ
の
傘

を
貸
す
と
い
ふ
事
が
有
る
物
か
」
と
返
答
し
、「
貸
さ
い
で
も
じ
よ
さ
い
に
成
ら
ぬ
挨
拶
」
を
教
え
る
仕
儀
と
な
る
が
、
褒
め
ら
れ

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
虎
寛
本
の
小
僧
の
困
惑
は
、
天
理
本
の
聖
性
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。

　

鷺
流
延
宝
忠
政
本
で
は
、
檀
那
衆
が
傘
を
借
り
に
来
た
場
面
で
小
僧
は
早
速
旦
那
衆
を
囲
碁
に
誘
う
。

少
碁
成
共
将
棋
（
成
）
共
打
て
慰
ま
せ
う
。

　
和
泉
流
や
大
蔵
流
に
比
し
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
小
僧
の
俗
物
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
非
難
の
対
象
が
「
此
中
調
た
新
傘
」「
某

の
さ
し
ぞ
め
も
せ
ぬ
物
」
の
貸
与
で
あ
る
の
は
大
蔵
流
と
同
じ
形
で
あ
る
が
、
鷺
流
で
は
仁
右
衛
門
派
も
伝
右
衛
門
派
も
共
に
、
新

傘
の
貸
与
を
寺
の
運
営
に
障
る
行
為
だ
と
非
難
す
る
。

そ
れ
で
は
此
寺
を
持
事
は
成
ま
い
ぞ
や
。
ど
ん
（
鈍
）
な
人
じ
や
。 

（
鷺
流
延
宝
忠
政
本
）

惣
ジ
テ
笠
抔
ハ
一
度
デ
モ
損
ズ
ル
物
シ
ヤ
所
デ
、
借カ
ス

物
デ
ハ
ヲ
リ
ヤ
ラ
ヌ
。
寺
ヲ
持
ツ
テ
万
事
心
ヲ
付
テ
始
末
セ
ネ
バ
ナ
ラ

ヌ
。 

（
鷺
流
享
保
保
教
本
）

延
宝
忠
政
本
で
は
、
叱
ら
れ
た
小
僧
が
「
誠
師
匠
の
お
し
や
れ
ば
さ
う
じ
や
。
重
て
誰
そ
わ
せ
た
ら
ば
唯
今
の
や
う
に
申
て
や
ら

ふ
」
と
、
老
僧
の
世
俗
的
な
判
断
に
納
得
し
、
同
調
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
老
僧
と
小
僧
に
聖
俗
の
対
比
は
後
退
し
、
両
者
は
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同
じ
穴
の
貉
で
あ
る
。

　

続
く
馬
を
借
り
に
来
た
檀
那
衆
と
の
応
対
に
お
い
て
は
、
諸
本
間
に
際
立
っ
た
違
い
は
な
い
が
、
こ
の
後
の
小
僧
の
報
告
を
聞
い

た
後
の
老
僧
の
対
応
は
、
和
泉
流
天
理
本
と
他
流
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
蔵
流
と
鷺
流
の
老
僧
は
、
小
僧
が
馬
を
借
り
た
い
と
い

う
申
し
出
を
断
っ
た
と
聞
い
た
段
階
で
小
僧
を
叱
る
。
従
っ
て
小
僧
は
、

か
せ
ば
か
す
と
て
し
か
ら
る
ゝ
、
か
さ
ね
ば
か
さ
ぬ
と
て
し
か
ら
る
ゝ
、
そ
れ
が
し
が
身
で
も
せ
う
や
う
も
な
ひ
、
こ
ん
ど
わ

せ
た
ら
ば
、
今
の
様
に
い
は
ふ
。 

（
大
蔵
流
虎
明
本
）

と
、
困
惑
し
た
ま
ま
口
真
似
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

鷺
流
で
は
仁
右
衛
門
派
も
伝
右
衛
門
派
も
、
老
僧
は
馬
を
貸
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
教
訓
す
る
。

今
日
は
別
に
馬
の
入
事
も
な
ひ
ほ
ど
に
借
て
や
ら
し
ま
せ
い
。 

（
鷺
流
延
宝
忠
政
本
）

ナ
ゼ
ニ
。
内
ニ
入
ル
カ
。
少
々
内
デ
入
事
ガ
ア
ツ
テ
モ
折
角
ワ
セ
タ
ニ
、
カ
サ
シ
マ
サ
イ
デ
。 

（
鷺
流
享
保
保
教
本
）

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
小
僧
と
老
僧
に
聖
俗
の
対
比
は
姿
を
消
し
、
小
僧
は
「
や
く
た
い
も
な
ひ
人
」「
鈍
な
人
」（
鷺
流
延
宝
忠
政

本
）
と
罵
ら
れ
る
だ
け
の
愚
者
で
あ
る
。
狂
言
「
骨
皮
」
に
関
し
て
鷺
流
は
全
体
に
大
蔵
流
に
近
い
が
、
寺
を
譲
ら
れ
た
小
僧
が
有

頂
天
に
な
っ
て
、
若
衆
を
寄
せ
集
め
夜
昼
の
区
別
な
く
遊
ぼ
う
と
放
言
す
る
冒
頭
の
場
面
以
下
、
小
僧
は
時
に
老
僧
以
上
に
身
勝
手
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で
愚
鈍
な
俗
人
と
堕
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
変
化
は
、
小
僧
の
聖
性
に
よ
っ
て
老
僧
の
俗
物
性
が
露
呈
し
て
い
く
狂
言
「
骨
皮
」
の
構
図
の
「
を
か
し
」
が
理
解
さ

れ
な
く
な
り
、
僧
侶
同
志
の
愚
か
な
や
り
と
り
に
笑
い
を
求
め
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
（
（（
（
う
。

四　

狂
言
「
骨
皮
」
の
発
想
基
盤

　

と
こ
ろ
で
、
僧
侶
の
慳
貪
を
告
発
す
る
小
僧
は
、
狂
歌
、
狂
句
の
常
連
で
も
あ
る
。

　
　
　

 

有
寺
へ
旦
那
よ
り
大
な
る
有
実
一
つ
、
を
く
り
け
れ
ば
、「
こ
れ
に
付
て
一
句
す
べ
し
。
よ
く
つ
け
た
る
人
に
此
梨
を

参
ら
せ
ん
」
と
て　
　

坊
主

　
　

切
り
た
く
も
有
切
り
た
く
も
な
し

　

硯
箱
の
掛
子
に
あ
ま
る
筆
の
軸　
　
　
　
　

大
児

　

月
か
く
す
花
の
梢
を
見
る
た
び
に　
　
　
　

小
児

　
　
　

い
づ
れ
も
心
を
つ
く
し
給
へ
ば
、
新
発
意
罷
出
「
そ
れ
が
し
も
一
句
付
申
さ
ん
」
と
て

　

梨
一
つ
惜
し
む
坊
主
の
細
首
を

　
　
　

と
い
ひ
け
れ
ば
、
坊
主
腹
を
立
て
て
か
の
梨
を
う
ち
つ
け
け
れ
ば
、
や
が
て
取
り
て
逃
げ
け
る
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右
、
寛
永
十
年
刊
『
新
撰
狂
歌
集（（（
（

』
に
は
、
老
僧
の
吝
嗇
を
新
発
意
の
小
僧
が
詠
ん
だ
右
の
句
の
他
に
も
大
児
・
小
児
・
新
発
意
の

句
を
並
べ
た
例
が
散
見
す
る
。
狂
言
「
無
言
行
」
で
見
た
よ
う
（
（（
（
な
、
愚
者
と
思
わ
れ
た
末
端
の
小
僧
が
、
最
も
よ
く
教
え
を
理
解
す

る
賢
者
で
あ
り
、
己
こ
そ
が
そ
れ
と
思
っ
て
い
た
「
賢
者
」
こ
そ
が
、
最
も
笑
わ
れ
る
べ
き
愚
者
と
い
う
構
図
は
、
こ
こ
に
も
、
狂

言
「
骨
皮
」
に
も
当
て
嵌
ま
る
。

　

狂
言
「
骨
皮
」
は
、
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持
つ
会
話
の
「
含
意
」
が
理
解
で
き
な
い
愚
鈍
、
智
者
の
臨
機
応
変
の
対
極

に
あ
る
「
馬
鹿
の
一
つ
覚
え
」
を
笑
う
。
覚
え
た
「
解
」
を
そ
の
ま
ま
次
に
流
用
反
復
す
る
行
為
そ
の
も
の
は
、
硬
直
し
た
思
考
に

よ
る
愚
行
以
外
の
何
物
で
も
な
い
が
、
徹
底
的
に
「
言
っ
た
通
り
に
す
る
」
行
為
は
理
不
尽
な
「
命
令
」
に
対
抗
す
る
最
も
有
効
な

手
段
と
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
小
僧
の
無
邪
気
な
ま
で
の
愚
直
さ
は
意
図
せ
ず
老
僧
の
愚
行
を
炙
り
出
す
。　

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
二
九
や
『
十
訓
抄
』
七
に
収
録
さ
れ
る
「
白
河
法
皇
北
面
受
領
下
り
の
ま
ね
の
事
」
は
、
狂
言
「
骨
皮
」

に
同
じ
く
「
含
意
」
を
理
解
で
き
な
い
愚
者
の
話
で
あ
る
。
行
列
が
始
ま
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
「
見
て
来
」
と
源
行
遠
に
命
じ
ら
れ
た

従
者
は
、「
目
も
た
た
か
ず
」
行
列
の
一
部
始
終
を
見
る
こ
と
に
徹
し
、
不
参
加
の
失
態
を
し
た
行
遠
は
戒
め
を
受
け
、
果
て
は
笑

い
物
と
な
る
。『
十
訓
抄
』
選
者
は
「
主
従
と
も
に
、
お
ろ
か
な
り
け
る
も
の
か
な
」
と
付
言
す
る
。

　

何
が
愚
か
な
振
る
舞
い
で
あ
る
の
か
、
誰
が
真
の
愚
者
で
あ
る
の
か
、
そ
の
見
極
め
は
簡
単
で
は
な
い
。
狂
言
「
骨
皮
」
は
各
流

の
最
古
写
本
で
は
、
最
後
は
小
僧
と
老
僧
が
相
撲
を
取
り
、
小
僧
が
老
僧
を
倒
し
て
終
わ
る
。
後
代
の
台
本
で
は
怒
っ
た
老
僧
が
小

僧
を
打
擲
し
追
い
込
む
型
も
あ
り
、
こ
の
部
分
は
上
演
状
況
や
時
代
に
よ
っ
て
置
換
可
能
な
箇
所
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
相
撲
を
取
る

留
め
方
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
相
撲
の
勝
ち
負
け
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
が
、
自
ら
掘
っ
た
墓
穴
に
老

僧
が
入
る
結
末
は
動
か
な
い
。
狂
言
「
骨
皮
」
に
お
け
る
愚
者
は
小
僧
で
は
な
く
、
老
僧
で
あ
る
。
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「
骨
皮
」
は
、
壊
れ
た
傘
を
「
骨
」
と
「
皮
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
老
僧
の
「
傘
の
手
く
だ
り
」
か
ら
付
さ
れ
た
作
品
名
で
あ

る
。
傘
は
「
骨
」
と
「
皮
（
紙
）」
か
ら
成
る
が
、「
骨
」
と
「
皮
」
に
な
っ
て
は
傘
の
用
を
成
さ
な
い
と
い
う
不
可
逆
の
真
理
が
発

想
の
源
で
あ
ろ
う
。
小
僧
の
思
い
違
い
は
、「
傘
」
か
ら
連
想
さ
れ
た
「
骨
と
皮
」
が
「
馬
」
を
も
連
想
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
端

を
発
し
、
さ
ら
に
「
馬
」
か
ら
連
想
さ
れ
た
「
駄
狂
い
」
が
老
僧
の
破
戒
を
露
見
さ
せ
る
導
線
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
連
想
に
よ
る
展
開
は
、
さ
な
が
ら
連
歌
の
付
合
で
あ
る
。
老
僧
が
指
示
し
た
断
り
文
句
と
檀
那
の
所
望
の
間
の
意
味
の

ズ
レ
が
檀
那
衆
を
驚
愕
さ
せ
、
最
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
噛
み
合
う
こ
と
の
な
か
っ
た
小
僧
の
返
答
が
「
駄
狂
い
」
と
い
う
言
葉
を
接

点
に
、
馬
と
老
僧
が
符
合
す
る
。
慳
貪
に
し
て
種
々
の
戒
を
犯
す
老
僧
は
仏
法
を
見
失
っ
た
、
用
を
成
さ
ぬ
「
骨
」
と
「
皮
」
で

あ
っ
た
。

　

注
（
１
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書 

和
書
之
部 

第
二
三
巻
『
狂
言
六
義 

上
』（
八
木
書
店
、
一
九
七
五
年)

に
影
印
、『
天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）

中
世
の
文
学
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
四
年)

に
翻
刻
が
収
ま
る
。

（
２
）
新
た
に
出
家
し
、
仏
門
に
入
っ
た
者
。
経
典
で
新
発
意
と
表
記
さ
れ
る
。

（
３
）
和
泉
流
の
表
記
は
「
殺
嘩
」。

（
４
）
会
話
に
お
け
る
含
意
と
す
れ
違
い
の
分
析
に
は Paul Grice

『
論
理
と
会
話
』（
清
塚
邦
彦
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
参
考

に
な
る
。
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（
５
）
現
在
は
「
重
喜
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
和
泉
流
の
最
古
本
で
あ
る
天
理
本
の
表
記
「
忠
喜
」
が
原
形
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
以
下
、「
忠
喜
」
の
引
用
は
注
１
の
影
印
、
翻
刻
に
拠
る
。

（
７
）「
一
日
師
不
疎
、
况
数
年
師
乎
、
師
者
三
世
契
、
親
者
一
世
昵
、
弟
子
去
七
尺
、
師
影
不
可
踏
」（『
童
子
教
』）。
六
世
紀
の
律
僧
道
宣

作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
戒
律
の
初
学
書
『
教
誡
新
学
比
丘
行
護
律
儀
』
に
見
え
る
句
。

（
８
）
引
用
は
『
雑
談
集　

中
世
の
文
学
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
年
）。

（
９
）
本
絵
巻
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
工
藤
早
弓
「
ひ
と
口
笑
話
『
法
師
物
語
絵
巻
』
お
よ
び
龍
澤
彩
「
法
師
物
語
絵
巻
」
に

つ
い
て
」（『
別
冊
太
陽 

日
本
の
こ
こ
ろ
二
〇
一
や
ま
と
絵
―
日
本
絵
画
の
原
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）、
藤
原
重
雄
「「
伝
統
」
に

隠
さ
れ
た
多
彩
さ 
貴
族
も
楽
し
ん
だ
笑
い
話
の
絵
巻
」（『
週
刊
朝
日
百
科 

週
刊
新
発
見
！
日
本
の
歴
史
』
二
五
、
朝
日
新
聞
出
版
、

二
〇
一
三
年
）、
高
岸
輝
「
天
皇
と
中
世
絵
巻
」（『
天
皇
の
美
術
史
３ 

乱
世
の
王
権
と
美
術
戦
略 

室
町
・
戦
国
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
」、
土
屋
真
紀
「「
法
師
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
」（『
国
華
』
一
四
七
八
号
、
二
〇
一
八
年
）、
土
屋
真
紀
「《
法
師
物
語
絵

巻
》
追
考
」（『
杉
本
博
司 

本
歌
取
り 
東
下
り
』
く
ま
書
店
、
二
〇
二
三
年
）。

（
10
）
石
塚
一
雄
「
後
崇
光
院
宸
筆
物
語
説
話
断
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
十
七
号
、
一
九
六
五
年
）、
石
塚
一
雄
「
『
和
尚
と
小
僧
』

の
説
話
断
簡
に
つ
い
て
」（『
口
承
文
芸
の
展
開　

上
』
桜
楓
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
11
）
前
掲
石
塚
一
雄
「
後
崇
光
院
宸
筆
物
語
説
話
断
に
つ
い
て
」
の
翻
刻
に
拠
る
。

（
12
）
前
掲
石
塚
一
雄
「『
和
尚
と
小
僧
』
の
説
話
断
簡
に
つ
い
て
」。

（
13
）
近
年
の
成
果
に
鈴
木
靖
「
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
に
つ
い
て
―
狂
言
「
附
子
」
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
た
唐
代
の
古
写
本
―
」（『
能

楽
研
究
』
四
十
号
、
二
〇
一
五
年
）、「
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
の
伝
来
に
つ
い
て
」（『
能
楽
研
究
』
四
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
が
あ
る
。

（
14
）『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』（
み
づ
き
書
房
、
一
九
九
六
年
）。
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（
15
）
大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明 

能
狂
言
集  

翻
刻
註
解
』（
二
〇
〇
六
年
、
清
文
堂
出
版
）。

（
16
）
岩
波
文
庫
『
大
蔵
虎
寛
本 

能
狂
言　

下
』（
一
九
四
五
年
、
岩
波
書
店
）。

（
17
）
田
口
和
夫
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
・
忠
政
本
』
翻
刻
・
解
説
」（『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
十
一
号
、
一
九
七
九
年
）。

（
18
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
『
鷺
流
狂
言
傳
書 

保
教
本
』（
一
九
八
四
年
、
八
木
書
店
）。

（
19
）
虎
明
本
の
老
僧
と
小
僧
が
諍
う
場
面
の
、「
も
ん
ぜ
ん
の
い
ち
や
」
と
「
ふ
た
り
な
が
ら
、
む
ま
こ
と
を
め
さ
れ
た
ほ
ど
に
、
だ
く
る

ひ
じ
や
と
思
ふ
た
ま
で
よ
」
と
い
う
小
僧
の
セ
リ
フ
の
「
む
ま
こ
と
」
は
、
注
15
大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明 

能
狂
言
集  

翻
刻
註
解
』

が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
馬
事
」
に
「
旨
き
こ
と
」
を
掛
け
る
が
、
冒
頭
で
老
僧
が
言
及
し
た
「
求
聞
持
法
」
同
様
、
虎
明
の
加
筆

の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
20
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
七
十
一
番
職
人
歌
合 

新
撰
狂
歌
集 

古
今
夷
曲
集
』（
二
〇
二
三
年
、
岩
波
書
店
）。

（
21
）
拙
稿
「
狂
言
「
無
言
行
」
考
―
―
悟
り
と
笑
い
」（『
成
城
国
文
学
論
集
』
四
三
輯
、
二
〇
二
一
年
）。




