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序
　
　
言

　
我
が
國
の
宗
敏
文
學
と
云
へ
ば
、
神
道
と
佛
教
と
の
開
展
に
俘
っ
て
開
展
し
た
文
學
と
云
っ
て
差
支
な
か
ら
う
。
道
教
は
、
そ
の
根
柢

に
宗
教
的
意
識
の
動
き
を
感
ぜ
し
め
る
け
れ
ど
も
。
厳
格
な
意
味
に
於
て
宗
教
と
は
云
ひ
難
く
.
そ
れ
は
丁
度
、
陰
陽
道
が
そ
の
根
柢

に

宗
教
的
意
識
の
存
在
を
認
め
し
め
な
が
ら
も
、
宗
教
と
は
云
ひ
難
い
と
同
じ
こ
と
で
あ
ら
う
。
併
し
な
が
ら
、
是

等
は
共
に
生
の
反
省
か

ら
出
發
し
た
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
我
が
國
の
宗
敏
思
想
の
開
展
に
密
接
な
關
係
を
有
す
る
の
で
、
こ
の
點
に
於
て
常
に
考
慮
を
拂
は
し

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
叉
儒
教
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
道
徳
で
は
あ
る
が
、
そ
の
道
徳
上
の
善
悪
は
宗
教
上

の
善
悪
と
密
接
な
關
係
が
あ
る

爲

に
、
兩
者
が
互

に
交
響
し
て
み
る
こ
と
を
も
考
慮

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
要
す
る
に
、
我
が
國
に
於
け
る
宗
教
思
想
の
開
展
は
、
神
道

及
び
佛
教

の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
是
等
が
本
來
宗
教
で
あ
る
爲

に
、
途
に
帥
佛
習
合
の
思
想
を
も
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
是
等
の

思
想
が
、
如
何
に
文
學
に
影
響
し
如
何
な
る
文
學
を
生
み
出
し
て
み
る
か
f
、
當
面

の
問
題
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
然
る
に
、
神
道
及
び
佛
敏
特
に
佛
歡
の
我
が
國

の
時
代
思
潮
に
於
け
る
影
響
は
甚
だ
深
刻
で
あ
り
、
從
っ
て
文
學
に
於
け
る
影
響
も
甚

だ
莫
大
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
學
で
そ
の
影
響

の
見
ら
れ
な

い
も
の
は
な
い
と
云
っ
て
い
瓦
の
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
、
特
に
宗
教
文

學
と
し
て
考

へ
る
と
な
れ
ば
、
お
の
つ
か
ら
そ
こ
に
局
限
せ
ら
る
べ
き
も
の
玉
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
併

し
如
何
に
局
限
せ

ら
る
べ
き
か
は

一
考
を
要
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
私
は
、
宗
教
的
内
容
の
文
墨
で
も
、
そ

の
創
作
動
機
乃
至
目
的
が
宗
敏

に
あ
る
と
見
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こ

ら
れ
る
も

の
を
第

一
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
れ
は
最
も
固
有
な
本
質
的
な
宗
教
文
學
と
認
め
得
る
も

の
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

若
し
叉
、
そ
の
創
作
動
機
乃
至
目
的
が
他
に
存
す
る
も

の
で
、
而
か
も
そ
の
内
容
が
頗
る
宗
敏
的
な
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
そ

の
時
代
乃
至
個
人

の
環
境
が
然
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
有
意
義
な
宗
教
文
學
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
注
意
せ
ら
れ

ね

ば

な

る
ま
い
と
思

ふ
。
獪
以
上

の
兩
者
に
對
し
て
、
文
學
そ
の
も
の
と
し
て
局
限
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
純
文
學
の
圈
内
に
入
り
得
る
も

の
即
ち
藝
術
的
價
値
を
認
め
し
め
る
も

の
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
文
學
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
制
限
を
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と

は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
信
徒

の
手
に
成
る
も
の
に
謝
す
る
取
捨
の
標
準
を
明
か
に
す
る
爲
に
、

一
言
し
て
置
く
の
で
あ

.る
。

　

さ
て
以
上

の
如
く
局
限
し
て
宗
敏
文
學
を
眺
め
て
行
く
時
、
宗
教
思
想
の
時
代
的
開
展
や
.
宗
教
思
想
の
文
學

に
於
け
る
關
係
や
、
宗

教
思
想
と
文
學
思
想
と
の
抱
合
に
よ
る
特
殊
な
思
想
や
に
黝
し
て
注
意
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
唯
文
學
史
的
考
察
と
し
て
宗
教

文
學
史
と
し
て
纒
め
ら
れ
た
も
の
が
な
く
、
私
と
し
て
も

一
つ
の
試
み
で
あ
り
與

へ
ら
れ
た
頁
數
に
於
て
試
み
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、

言
は
讐
未
定
稿
を
諸
賢

の
前
に
呈
す
る
こ
と
の
諒
察
を
乞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
上
　
　
代

　
民
族
の
原
始
的
状
態
に
あ
っ
て
は
、
生
活
意
識
に
於
て
ま
だ
靈
肉
の
分
裂
が
な
く
、
主
客
兩
觀
の
意
識
的
野
立
も
乏
し
く
、
個
人
と
集

團
と
の
差
別
的
感
情
も
薄
く
、
從
っ
て
神
話
も
宗
教
も
道
徳
も
性
慾
も
経
済
竜
政
治
も
、
不
可
分
的
な
密
接
な
關
係
に
於
て
あ
る
。
さ
れ

ば
、
か
亙
る
生
活
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
神
話
上
の
紳
は
同
時
に
宗
教
上
の
紳
で
あ
る
。
我
が
國
に
於
て
は
、
こ
れ
が
最
も
純
粋
な
成



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
つゆ
ご
と
　
　
　
　
　
　ま
つ
り
ご
と

長
を
途
げ
、
最
も
堅
固
な
國
家
組
織

へ
と
發
畏
し
、
紳
な
が
ら
の
道
が
神
道
で
同
時
に
國
體
で
あ
り
、
祭

事

が
同
時
に
政
治
で
あ
り
、

を
つ
囎
で
と
　
　
　
　
　
　
　
ま
つり
ご
と

祭

事

の
中
心
た
る
棘
が
政

治

の
元
首
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
玉
か
ら
称
道
で
同
時
に
國
鱧
を
意
味
す
る
文
學
が
發
生
し

て
み
る
の
で
、
そ
れ

の
集
成
さ
れ
た
も
の
を
、
吾
等
は
古
事
記
や
日
本
書
紀
や
古
語
拾
遺
(不
安
朝
編
纂
)や
舊
事
記
(同
上
)や
に
見
出
す

の
で
あ
る
。
齣
ち
是
等
に
於
て
は
、
神
道
の
根
元
か
ら
そ
れ
が
發
撰
し
て
行
く
歌
沢
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
、
我
が
民
族
が
原
始
飲
態
を
離
れ
て
十
分
な
国
家
組
織
に
入
り
、
物
質
的
並
に
精
神
的
文
化

の
進
展
に
急
が
し
か
っ
た
時
、
對

岸

の
大
陸
の
儒
教
、
佛
歡
、
道
教
、
陰
陽
道
の
如
き
思
想
が
流
入
し
、
そ
れ

の
混
淆
か
ら
同
化

へ
の
進
み
が
開
展
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
景
も
深

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
佛
敏
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
と
共
に
、
宗
教

の
立
場
か
ら
は
佛
數
の
思
想
的
影
響
を
注
観
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
佛
敏
の
影
響
が
今
日
に
見
得
る
古
事
記
等
の
神
話

(そ
れ
は
そ

の
凡
て
が
當
初

の
面
目
を
傳

へ
る
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
だ
け
に
)
に
も
既
に
見
ら
れ
、
確
實
な
文
献
に
よ
っ
て
天
壽
國
願
生
や
三
寶
禮
讃
の
知
ら
れ
る
聖
徳
太
子
の
頃
か
ら
、
所
謂
古
京
の
六

宗

の
輸
入
と
も
な
り
、
途
に
奈
良
朝
の
大
佛
造
像
や
鑑
眞
の
戒
壇
授
戒
に
至
っ
て
掉
尾

の
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
奈
良
朝
に
於
て

は
、
帝
王
文
學
た
る
宣
命
に
於
て
、
道
教
思
想
や
陰
陽
道
思
想
が
見
ら
れ
る
と
共

に
、
佛
歡
思
想

の
投
影
が
最
も
著
し
く
、
紳
佛
習
合

の

思
想
さ
へ
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
當
時
出
来
あ
が
っ
た
萬
葉
集
の
歌
に
於
て
も
、
神
道
思
想
と
共
に
佛
歡
思
想
の
見
ら
れ
る
の

は
勿
論
で
、
宗
教
文
學
と
し
て
は
萬
葉
集

の
歌
に
も

一
顧
を
拂
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
こ
れ
は
時
代
思
潮

の
反
映
と
し
て
の

も
の
た
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
奈
良
朝
に
於
て
は
既

に
そ
の
創
作
の
動
機
が
宗
教
に
あ
る
佛
數

の
讃
歌
た
る
佛
足
跡
歌
碑
の
歌
が
製
作
せ
ら

れ
て
る
て
、
第

一
義

の
佛
歡
文
學
と
し
て
は
先
づ
こ
れ
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
獪
奈
良
朝
に
至
っ
て
は
極
々
の
佛
歉
傳
読
が
生
れ

た
ら
し
く
、
そ

の
中
現
報
徳
読
が
集
成
さ
れ
て
日
本
國
現
報
善
悪
靈
異
記
(平
安
朝
編
纂
)
に
見
ら
れ
て
る
る
。
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の
り
と

　
立
ち
戻
っ
て
榊
道
文
學
と
し
て
考

へ
る
べ
き
も
の
に
祝
詞
が
あ
る
。
靦
詞
は
延
喜
式

の
中
に
集
成
せ
ら
れ
て
み
る
が
、
幌
詞
が
成
文
と

な
っ
た
の
は
奈
良
朝
以
前
可
な
り
早
い
頃
か
ら
で
あ
る
に
相
違
な
く
、
そ
れ
が
改
修
せ
ら
れ
て
も
来
て
居
る
と
考

へ
ら
れ
、
延
喜
式
中
の

祝
詞
は
上
代
の
中
に
於
て
大
體
見
る
が
如
き
鱧
裁
を
な
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
發
生
的
に
考

へ
れ
ば
、
祭
祀
の
祭
文
で
あ
る
所
の
祝

詞
は
、
神
道
と
そ
の
起
原
を

一
に
す
べ
き
も
の
で
、
神
話
の
發
展
と
牛
行
ず
る
も
の
と
云
へ
、
文
典
に
神
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
だ

け
、
祝
詞
は
神
話
を
も
含
み
來
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
即
ち
祝
詞
は
神
話
文
學
と
共
に
最
も
注
意
す
べ
き
神
道
文
學
で
あ
る
。
和
道
か
ら

發
生
し
て
み
る
も
の
と
し
て
神
薬
歌
が
あ
る
。
紳
樂
歌
は
幌
詞
と
共

の
起
原
を

一
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
祝
詞
ぼ
ど
の

古
き
も
の
も
今
日
に
は
傳
存
せ
す
、
今
日
に
傳
存
す
る
も
の
は
、
最
も
少
數
の
も
の
丶
外
は
上
代
の
製
作
に
係
る
も
の
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
そ
れ
故
こ
れ
は
次
の
中
古

へ
讓
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
下
先
づ
神
話
文
學
か
ら
考

へ
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
古
　
事
　
記

　
既
に
述
べ
た
如
く
、
古
事
記
と
同
種
の
も
の
と
し
て
書
紀
、
古
語
拾
遺
、
舊
事
記
等
が
あ
る
。
併
し
古
事
記
を
以
て
是
等
を
撰
す
る
も

の
と
見
る
こ
と
が
出
來
、
且
い
ろ
ん
な
意
味
に
於
て
代
表
的
の
も
の
と
見
得
る
か
ら
、
古
事
記
に
つ
い
て
考

へ
れ
ば
他
は
類
推
す
る
こ
と

が
出
來
る
筈
で
あ
る
。

　
古
事
記
の
編
纂
は
、
國
鱧
の
淵
源
を
正
確
に
傳

へ
よ
う
が
爲
で
あ
っ
た
。
編
纂

の
動
機
は
か
う
で
あ
る
が
、
國
體
の
淵
源
は
神
道
と
し

て
始
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
古
事
記
編
纂
の
動
機
は
、
お
の
つ
か
ら
神
道
を
正
確
に
傳

へ
よ
う
と
云
ふ
意
味
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
榊
道
は
主
と
し
て
神
代
の
卷
の
神
話
に
於
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
古
事
記
は
、
か

丶
る
部
分
を
含
む
も
の
で
あ
る
が



故
に
、
同
書
ば
瀞
話
文
學
で
あ
る
と
同
時
に
紳
道
書
で
あ
り
叉
歴
史
的
記
録
で
あ
る
。
さ
れ
ば
同
書
は
、
紳
道
者
に
於
て
紳
道
書

κ
る
神

典
と
目
さ
れ
て
來
τ
み
る
と
共
に
、
文
學
者
に
於
て
は
文
臨
書
と
し
て
、
歴
史
家
に
於
て
は
歴
史
書
と
し
て
取
扱
は
れ
て
來
て
る
る
の
で

あ
る
。
以
上
の
や
う
な
意
昧
に
於
て
、
兎
に
角
之
を
師
道
文
學
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
古
事
記
は
以
上
の
や
う
な
動
機
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
動
機

に
よ
る
取
捨
選
擇
が
加

へ
ら

れ

て
る
る
と
共

に
、
そ
の
編
纂
さ
れ
て
る
る
も

の
も
、
そ
れ
が
編
纂
さ
れ
る
ま
で
の
闇
に
或
變
化
の
行
は
れ
た
點
の
あ
る
こ
と
を
も
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
吾
等
は
、
神
話
と
し
て
の
解
釋
の
上
に
獪
適
當
な
用
意
を
以
て
臨
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つし
ぐ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
か
ま
の
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よみ
の
ぐ
に

　
古
事
記
に
於
け
る
神
道
に
於
て
は
、
地
上
の
世
界
だ
る
現
國
と
天
上
の
世
界
た
る
高
天
原
と
地
下
の
世
界
だ
る
夜
見
國
と
が
備
っ
て
み

る
。
高
天
原
は
光
明
の
世
界
で
あ
り
善
神

の
住
む
楽
土
で
あ
り
、
夜
見
國
は
暗
黒
の
世
界
で
あ
り
醜
悪
な
穢
土
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二

つ
の
世
界
は
、
死
ぬ
れ
ば
其
の
靈
魂

の
至
る
世
界
で
あ
る
と
共

に
、
叉
生
き
て
交
通
の
出
來
る
世
界
で
も
あ
る
。
こ
ふ
に
生
と
死
と
の
聞

に
甚
だ
随
別
し
難
い
所
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
古

事
記
に
現
は
れ
た
靈
魂
不
滅

の
原
始
的
な
信
仰
で
は
、
死
は
單
に
肉
體
か
ら
の
靈
魂

の
遊
離
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
眼
界
以
外

へ
隠
れ
去
る
の
で
、
肉
體
に
復
讎
す
る
こ
と
も
あ
り
、
復
讎
し
な
く
て
も
、
天
上
或
は
地
下
の
世

界
に
住
む
と
同
時
に
墳
墓
の
中
に
も
住
み
叉
天
翔
り
も
す
る
と
い
ふ
や
う
に
考

へ
、
且
生
身
に
同
じ
生
活
を
營

む
も
の
で
あ
る
と
考

へ
た

の
で
あ
る
。
靈
魂
に
對
し
て
斯
く
の
如
く
殆
ど
生
身
に
近
い
親
し
い
観
念
を
持
っ
て
る
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
靈
魂
は
幽
冥
の

界
に
み
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
身
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
天
上
或
は
地
下
の
世
界
に
生
き
て
交
通
し
得
る
と

い

ふ
こ
と
は
、
そ
の
儘
で
は
解
釋
が
つ
か
ぬ
の
で
、
こ
れ
は
天
高
原
や
夜
見
國
が
地
上
の
或
所
と
想
定
さ
れ
來
っ
て
か
ら
の
混
同
と
認
め
ざ

る
を
得
す
、
叉
さ
う
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
以
上
述
べ
た
や
う
な
三
世
界
對
立
の
思
想
は
、
原
始
宗
教
に

　
　
　
　
　
　

日

本
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教

文

學

五



　
　
　
　
　
　
　
日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
六

於
て
自
然
に
發
戻
す
る
も
の
で
、
獨
9
我
が
民
族
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
進
歩
の
程
度

に
差
こ
そ
あ
れ
我
が
民
族
思
想
に
關
係
の
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よも
つが
み
　
　ょ
も
つ
し
こ
め
　
　ヱ
な
つ
いぐ
さ

F
い
佛
敏

の
三
世
思
想
に
可
な
り
の
類
似
を
も
見
る
の
で
あ
る
。
特
に
夜
見
國

に
於
て
黄
泉
紳
、
黄
泉
醜
女
、
黄
泉
軍
の
三
階
級
の
あ
る
形

が
、
佛
歡
の
地
獄
の
閻
魔
王
、
冥
官
、
獄
卒

の
三
階
級
の
あ
る
の
に
頗
る
似
て
み
る
。
こ
れ
は
果
し
て
偶
然
で
あ
ら
う
か
。
併
し
佛
教

の

三
世
と
異
な
る
の
は
我
が
現
國
の
思
想
で
あ
っ
て
、
我
が
神
道

の
現
國
は
、
高
天
原
の
光
明
を
受
け
そ
の
善

神

の
光

被
す
る
世
界
で
あ

り
、
穢
れ
ざ
る
快
楽
の
世
界
と
考

へ
た

の
で
、
佛
教
に
於
け
る
如
き
穢
土
と
は
考

へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ム
に
民
族
思
想
の
大
き
な

相
異
が
認
め
ら
れ
る
.一

　

併
し
な
が
ら
、
穢
れ
ざ
る
現
國
に
も
穢
れ
は
起
る
。
そ
れ
に
は
肉
軆
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
之
を
拂
ひ
清
め
て
清
浄

に
せ
ん
が
爲

の
宗
教
意
識
か
ら
撃

起
っ
て
居
り
・
穢
れ
(ま
が
咼紳所W
)を
與
へ
る
鵜
覈

講

と
之
を
祓
轟

難

解

が
起
っ
て
る
る
・
こ
の

祓
の
思
想
も
、
我
が
民
族
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
我
が
民
族

に
於
け
る

程
民
族
的
に
熾
烈
に
宗
敏
的
に
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
る
る
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。
神
道
が
政
治
と
合
體
し
て
み
る
民
族
だ
け
に
、
祓

が
宗
教
的
意
義
を
持
つ
と
共
に
政
治
的
意
義
を
持
つ
も
の
と
ま
で
な
っ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
つ
り
ご
と

　

さ
て
前
に
述
べ
た
や
う
な
靈
魂
不
滅

の
思
想
か
ら
、
祭
祀
帥
ち
祭

事

が
起
っ
て
來
て
る
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
就

い
て
先
づ
考

へ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
岩
戸
隠
れ
の
神
話
で
あ
る
。
こ
の
棘
話
は
決
し
て
單
純
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ

に
對

し

て

は
既
に
い
ろ

く

の
見
方
も
出
て
み
る
や
う
に
、
天
照
大
御
神
が
太
陽
棘
た
る

一
面
が
あ
り
須
佐
之
男
命
が
暴
風
紳
た
る

一
面
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
が

暴
風

の
筌
の
暗
雲
が
日
を
覆

ぴ
隱
し
た
自
然
神
話
的
分
子
が
あ
る
も
の
と
も
見
ら
れ
、
天
岩
戸
を
陵
墓
に
於
け
る
石
槨
と
見
て
、
墓
前
に

於
け
る
葬
祭
儀
と
見
る
人
文
神
話
的
の
見
方
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
獪
、
葬
祭
に
於
け
る
様
式
が
普
通

の
祭
祀

の
そ
れ
と
同
様
の



も
の
で
あ
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
理
由
に
於
て
、
之
を
祭
祀
の

一
般
的
な
形
式
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
唯
墓
前
の
葬
祭
と
普

通
の
祭
祀
と
に
於
て
、
そ

の
意
義
に
於
て
大
に
同
じ
く
て
少
し
く
異
な
る
所
が
あ
る
の
で
、
兩
者
共
に
靈
に
對
す
る
宗
教
的
所
念
で
あ
る

と
い
ふ
點
に
於
て
同

』
で
あ
る
が
、
墓
前
の
葬
祭
は
死
者
の
靈
魂
を
呼
び
戻
さ
う
と
い
ふ
意
味
の
も
の
で
あ
り
、
普
通
の
祭
祀
は
紳
靈
を

暫
く
招
き
出
さ
う
と
い
ふ
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
そ
の
靈
魂
を
喚
歸
し
或
は
紳
靈
を
招

致
し
や
う
が
爲

の
手
段
と

し
て
、
い
つ
巾
も
靈
に
快
楽
を
與

へ
愉
悦
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
以
て
す
る
と
い
ふ
黜
に
於
て
、
両
者
の
手
段
が

同

一
の

も
の
と
な
り
來

り
、
こ
曳
に
兩
者
の
祭
儀
が
ぽ
じ
同
様
の
も
の
と
な
り
來
る
の
で
あ
る
。
岩
戸
隱
れ
の
神
話
に
於
て
は
、
く
さ
ム
丶
の
物
が
供

へ
ら
れ
、

の
り
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ぎ
を
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
む
が
し
り

祝
詞
が
唱

へ
ら
れ
、舞
蹈
一

實
は
歌
舞
帥
ち
俳
優
～

1
が
演
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
そ
し
て
俳
優
を
演
じ
た
者
に
は
榊

懸

が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
形
式
は
、
葬
祭
及
び
普
通
の
祭
祀
を
通
じ
て
の

一
般
的
な
形
式
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
こ
」
に
纏
っ
た
形

に
於
て
現
は
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
祝
詞
は
所
願
の
唱
辭
で
あ
り
、
俳
優
は
靈
を
愉
悦
せ
し
め
て
誘
出
す
る
業

で
、
そ
の
爲
に
は
性
的
な

滑
稽
な
こ
と
ま
で
も
し
た
の
で
あ
り
、
神
懸
は
靈
が
の
り
移
っ
て
其

の
者
の
口
を
借
り
て
意
を
告
げ
る
状
態
で
あ
る
。
祭
儀
の

一
般
的
意

義

が
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

一
段
の
俳
優
が
紳
楽
舞

の
起
原
で
あ
る
と
云
は
れ
て
る
る
の
は
、
そ
れ
は
こ
の
神
話
に
起
つ
た

と
い
ふ
意
味
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
か
当
る
祭
儀
に
起
原
を
持
つ
と
い
ふ
意
味
に
解
す
べ
き
で
、
こ
の

一
段

に
起
原
の
置
か
れ
た
の
は

こ
の

一
段
が
神
代
記
に
於
て
最
も
初
め
に
且
最
も
纏
っ
た
形
で
現
は
れ
て
る
る
が
爲
で
あ
る
。
こ
の
神
話
そ
の
も
の
は
普
通
の
祭
祀
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し

も

の
で
は
な
く
、
實
は
葬
祭
を
意
味
す
る
も
の
で
、
、從
っ
て
天
照
大
御
神
の
岩
戸
出
現
は
、
靈
魂
の
復
活
を
意

味
す
る
恋
の
で
な
け
ね
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
u

　
然
る
に
、
葬
祭
と
普
通
の
祭
祀
と
が
稍

二
意
義
を
異
に
す
る
對
立
的
の
も
の
と
は
見
ら
れ
る
も
の
上
、
實
.は
そ
の
根
柢
に
於
て
は
同

一

　
　
　
　
　
　
　
B
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八

起
原
に
歸
す
べ
き
も
の
で
、
普
通

の
祭
祀
は
葬
一粲
を
根
元
と
し
て
の
成
長
で
あ
り
延
長
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
葬
祭
に
於
て
靈

魂
の
復
活
を
所
念
し
て
其
れ
が
復
活
せ
す
に
終
る
時
、
そ
の
靈
魂
が
愈

;
神
格
化
さ
れ
て
考

へ
ら
れ
、
そ
の
神
格
化
さ
れ
た
靈
魂
か
天
翔

っ
て
子
孫
を
加
護
す
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
、
こ
瓦
に
そ
の
紳
靈
を
崇
拜
す
る
祗
先
崇
拜
の
思
想
が
起
っ
て
來
る
。
斯
く
て
そ
の
棘
靈
を
崇

拜
し
加
護
を
断
る
意
味
に
於
て
の
祭
祀

へ
と
開
展
し
て
行
く
。
そ
し
て
凡
て
の
神

々
に
對
す
る
祭
祀
は
、
や
が
て
こ
の
意
味
の
擴
充
に
過

ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
は
神

々
の
加
護
力
を
崇
拜
し
幸
碣
を
所
念
す
る
意
味
の
も

の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
如
き
祭
祀

の
根
本
精
祕
は
、
天
孫
降
臨

の
棘
話
に
於
て
遺
憾
な
く
具
現
せ
ら
れ
て
み
る
。
そ
し

て
祗
先
崇
拝
の
思
想
に
よ

ま
つ
り
ご
と
　
　
　
　
　
　ま

つ
り
ご
と

る
祭
事
が
同
時

に
政

治

で
あ
る
意
味
が
、
こ
の
秘
話
に
於
て
最
も
顯
著
に
表
現
せ
ら
れ
て
居
り
、
天
孫
が
祭
主
で
あ
る
と
同
時
に
対
主

で
あ
る
意
味
が
遺
憾
な
く
表
白
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
天
照
大
御
神
は
高
天
原
の
主
宰
者
で
、
そ
の
雫
宰
權
が
天
孫
に
移

さ
れ
て
天
孫
が
現
國
の
君
主
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
天
照
大
御
神
は
神

々
の
中
心
た
る
帥
で
、
天
照
大
御
神
を
中
心
と
し
て
祭
事
が
行

は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
天
照
大
御
神
を
中
心
と
し
て
祭
事
を
行
は
れ
る
天
孫
の
精
棘
は
、
や
が
て
日
本
民
族
の
精
榊
で
、
こ
れ

が
畢
竟
日
本
民
族

の
神
道
思
想
の
發
現
で
あ
っ
た
と
共
に
そ
の
国
家
的
意
義
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
古
事
記
を
神
道
文
學
と
し
て
見
る
用
意

の
下
に
、
神
道
思
想
の
發
展
と
そ
れ

の
国
家
的
意
義
と
を
極
め
て
大
醴
に

一
瞥
し
た
に

渦
ぎ
ぬ
。
實
は
古
事
記
は
、
そ

の
宗
教
思
想
を
考
へ
る
に
は
、
宗
教
學
的
乃
至
民
族
心
理
學
的
な
考
察
か
ら
出
讒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

ふ

の
で
は
あ
る
が
、
今
は
端
的
に
神
道
思
想

の
意
義
を
傅

へ
る
だ
け
に
留
め
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
そ
こ
ま
で
の
根
本
的
考
察
に
は
觸
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



O

祀

詞

　

の
り
と

　

覦

詞

は

上

代

文

學

と

し

て

最

も
固

有

な

神

道

文
學

で

あ

る
。

尤

も
上

代

の
祝

詞

は

、

上

代

に
於

て

集
成

さ
れ

な

い
で

、

夲
安

朝

に

入

つ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

な
か
と
み
の
よ
ご
と

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

や
な
と

て
延

喜

式
卷

第

八

に
載

せ

ら
れ

た

二

十

七
篇

の
祝

詞

と
台

記
別

記

に
載

せ

ら
れ

た

中

臣
壽

詞

と

を

見

得

る

の
で

あ

る
。

併

し

こ

の
中

に
東

の
ふ
み
の
い
み
き
べ

交
忌
寸
部
献
二横
刀
一時
呪
な
る

一
篇
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
純
然
た
る
漢
文
で
、
内
容
も
支
那
式
な
も
の
で
あ
り
、
他
の
祝
詞
と
は
.輝
別
す

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
斯

の
如
く
祝
詞
は
雫
安
朝
の
文
献
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
祝
詞
が
成
文
と
な
る
に
至
っ
た
の
は
、
前
に
も

=
青
し
た
如
く

奈
良
朝
以
前
可
な
り
早
い
頃
か
ら
で
あ
る
に
相
違
な
く
、
そ
れ
が
改
修
せ
ら
れ
て
も
来
て
居
ら
う
と
は
思
は
れ
る
が
、
斯
る
経
典
的
な
儀

式
文

の
性
質
と
し
て
甚
し
い
改
修
は
行
は
れ
に
く
い
か
ら
、
是
等
の
祝
詞
は
上
代
の
中
に
於
て
大
體
見
る
が
如
き
體
裁
を
な
し
た
も
の
と

考

へ
ら
れ
る
。
大
體
祝
詞
は
、
前
述

の
古
事
記
の
岩
戸
隠
れ
の
條
に
云
っ
て
置

い
た
樣

に
、
岩

戸
隠
れ

の
神
話

に
於
け
る
祭
儀
に
現
は
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ
し
ゃ
た
ま
の
か
み
　
　
　
　
　
ひ
を
り
の
こ
と
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ろ
の
よ
ご
と

て
居
り
、
又
古
事
記
の
神
代
の
卷
に
櫛
八
至
神
の
唱

へ
た
火
鑽
詞
が
見
え
て
居
り
、
顯
宗
紀
に
室
壽
詞
が
見
え
て
み
る
と
云
ふ
風
に
、
神

話
と
そ
の
發
生
を
共
に
し
て
流
れ
來

っ
て
み
る
も
の
で
あ
り
・、
禪
道
及
び
祭
儀
と
そ
の
起
原
を

一
に
し
て
み
る
も
の
で
、
從
っ
て
神
話
を

も
含
み
來

っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
始
め
は
定
形
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
う
け
れ
ど
も
、
祭
儀
が
段

々
固
定
し
て
来
る
に
連

れ
て
、
祝
詞
も
定
形
化
す
る
に
至
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
成
文
と
も
な
る
に
至
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
(

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
祝
詞
は
之
を
發
逹
史
的

に
考

へ
れ
ば
、
祕
の
託
言
に
そ
の
起
原
を
置
き
得
る
で
あ
ら
う
。
「
の
り
と
」
の
宣
る
は

こ
玉
に
共

の
根
元
が
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
意
を
知
る
爲
に
託
言
を
求
め
る
の
は
民
族
心
理
學
的
に
云

へ
ば
呪
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
民
族
文
化
發
展
の
道

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

九



■

　
　
　
　
　
　
　
日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
〇

程

に
於
て
、
託
言
を
求
め
る
呪
術
着
た
る
職
掌
者
が
紳

の
代
人
た
る
位
置
を
取
る
様
に
な
っ
て
、
こ
』
に
託
言
が
斯
る
職
掌
者
の
唱

へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
だ
ま

靦
詞
に
轉
換
さ
れ
て
來
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
上
代
人
の
持
っ
て
る
た
言
靈
の
信
仰
は
、
託
言
も
美
辭
と
し
て
現
は
れ
る
と
信
ず
る

か
ら
覦
詞
も
美
辭
と
な
す
横
に
な
り
、
そ
の
内
容
は
祚
の
讃
美
壽
詞
と
な
り
一
所
願

の
意
も
含
ま
れ
て
来
る
。
そ
れ
と
共
に
陪
聽
者
を
考

慮
し
た
文
醴
と
も
な
り
、

一
層
美
辭
的
に
な
っ
て
來
た
と
思
は
れ
る
。
斯
く
て
㍊
詞
は
、
節
奏
あ
る

一
種

の
律
語
的
な
散
交
と
し
て
發
達

し
、
森
嚴
荘
重
を
極
め
た
美
文
と
な
り
來

つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
かと
み
い
む
べ

　
根
元
的
に
云
へ
ば
呪
術
者
で
あ
っ
た
祭
儀

の
職
掌
者
に
中
臣
齋
部
二
氏
が
あ
っ
て
、
祝
詞
の
大
部
分

の
も
の
は
中
臣
民
が
唱
へ
、
そ
の

他
の
も
の
は
齋
部
民
が
唱

へ
る
も
の
に
な
っ
て
み
る
。
併

し
祭
祀
及
び
観
詞
の
發
展
上
是
等
二
氏
以
外
の
者
の
唱

へ
る
も
の
も
生
じ
て
ゐ

　
　
い
ッ
も
の
ぐ
に
の
み
や
こ
の
か
む
よ
ご
と

て
、
出

雲

国

造

榊

賀

詞
は
出
雲
国
造
の
唱

へ
る
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
大
神
宮
で
唱

へ
る
諸
祝
詞
の
中
に
は
宮
司
の
唱

へ
る
も
の
も
あ

る
。
(文
忌
寸
部
の
呪
が
そ
の
者

の
唱

へ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
)。
叉
祝
詞
に
は
文
末
が
「
宣
る
」
で
終
る
も

の
と

「
申

す
」
で
終
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
祭
祀
及
び
祝
詞
の
發
展
上
か
ら
な
っ
た
の
で
、
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
直
に
そ
の
祝
詞
の
新
古
は

断
じ
難
い
け
れ
ど
も
、
形
式
そ
の
も
の
と
し
て
は

「
宣
る
」
形
式
の
も
の
ム
方
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。

佛
足
石
歌
碑
の
歌

　
以
上
に
述
べ
た
も
の
は
上
代
に
於
け
る
神
道
文
學
で
あ
る
が
、
上
代
に
於
け
る
佛
教
文
學
と
し
て
先
づ
藥
師
寺

の
佛
足
石
歌
碑
の
歌
が

あ
る
。
(佛
足
石
歌
碑
は
佛
足
石

の
背
後
に
立
っ
て
る
る
)
。
こ
の
歌
は
佛
(釋
迦
)
の
足
跡
を
讃
歎
恭
敬
し
た
歌

+
七
首
と
生
死
を
呵
嘖
し

た
歌
四
首
と
都
合
廿

一
首
あ
っ
て
、
そ
の
形
式
は
短
歌
形
式
の
最
後
の
句
を
反
覆
的
に
詠
み
變

へ
た

一
句

の
添
は

つ
た
五
七
五
七
七
七
の



形
式
で
・
類
例
及
び
事
實
に
よ
っ
て
判
断
し
得
る
や
う
に
諷
詠
す
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
足
跡
の
讃
歌
と
し
て
諷
詠
し
た
所
謂

識
難
炉
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
大
龍
佛
教

の
讃
歌
は
、
佛
教
の
渡
来
と
共
に
佛
典
と
し
て
漢
讃
や
梵
讃
が
傳
は
り
、
そ
れ
を
我
が
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぐ
ら

人
が
諷
誦
し
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
佛
歡
の
讃
歌
は
、
之
を
發
逹
史
的
に
考
へ
る
と
我
が
國
に
於
け
る
醜
詞
と
相
並
ん
で
發
生
し
た
聯
樂

歌

の
起
原
と
等
し
く
・
印
度
に
於
て
佛
數
以
前
絶
對
者

の
詩
的
託
言
と
考

へ
た
も
の
に
そ
の
起
原
を
持
つ
も
の
で
あ
ら
う

と

想
像

さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ
わん
じ
ゃ
う

る
・
そ
れ
は
佛
敏
に
我
が
神
道

の
降
神

の
義
に
等
し
い
勸
　
請
の
あ
る
點
か
ら
さ
う
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
我
が
國

へ
佛
數
が
渡

来
し
て
以
來
、
時
代
の
進
み
と
共
に
教
理
上

の
國
民
化
が
起
る
や
う
に
な
っ
て
來
、
同
じ
困
民
化
の
傾
向
が
経
典
の
方
面
に
も
及
ぶ
や
う

に
な
っ
て
・
こ
玉
に
國
文
の
創
作
的
讃
歌
も
見
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
共

の
最
も
早

い
も
の
が
當
面
の
佛
足
石

歌
碑

の
歌
な
の
で
、
こ
の
讃
歎
が
短
歌
形
式

の

一
句
延
長
し
た
も

の
と
し
て
起
っ
て
る
る
の
は
、
そ
の
當
時
に
於
け
る
国
歌

の
形
式
及
び

諷
詠
の
事
實
か
ら
考

へ
て
首
肯
さ
れ
る
所
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
、
こ
の
讃
歎
は
單
純
に
佛
歡
上
の
讃
歌
と
し
て
創
作
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
別
に
入
事
上

の
動
機
も
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
み
や
の
ま
ひ
と
き
よ
み

で
あ
る
。
大
體
佛
足
石
の
造
ら
れ
夜
事
情

は
、
佛
足
石
側
面
の
記
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
文
室
員
人
淨
見
が
天

　
　
　
　
　
　
ま
む
だ
の

挙
勝
寶
四
年

に
茨
田
女
王

(淨
見

の
母
で
あ
ら
う
)
の
追
福
の
爲
に
佛

の
足
跡
を
こ
の
石
に
刻
し
π
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
併

し
こ
の
佛
足
石
と
歌
碑
と
の
關
係
や
歌
碑

の
歌
の
作
者
や
叉
佛
足
石
や
歌
碑
が
始
め
か
ら
薬
師
寺
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
等

に

つ

い

て

は
、
江
戸
期
以
廉
い
ろ
'～

読
も
出
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
井
上
通
泰
博
士
の
詭
(萬
葉
集
新
考
卷
+
三
下
附
録
佛
足
石
歌
新
考
)が

最

も

首

肯

す

べ
き

も

の
と

思

ふ

の
で

、

そ

の
詳

細

は

こ

瓦
に
略

す

る

け

れ

ど

も

、

大

要

は

　

　

　

　

　

　

ま
さ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　へ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
へ
ゑ
　
　へ
　
む

へ

　

　

良

き
人

の

正
目

に
見

け

む

御
跡

す

ら

を
我

は

え
見

す

て
石

に
鐫

り

つ
く

.

玉

に
鐫

り

つ
く

。

　

　

　

　

　

　

　
日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

一
一



b

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
二

の
類

の
歌

に
よ
っ
て
、
歌
が
佛
足
石
鐫
刻
と
同
時
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
歌
碑
造
立
も
同
時
と
推
定
さ
航
る

こ
と
や
、
白
総
を
用

ひ
て
み
る
點
か
ら
歌
の
作
者
と
佛
足
石
造
設
者
と
同

同
人
で
そ
れ
は
文
室
葎
見
目
身
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
又
釋
迦

の
足
跡
讃
歎
の
歌

で
あ
る
に
拘
ら
す
、
そ
の
中
に

　
　
ぐ
す
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
札
ぴ
と
　
　
　
　
　ぐ
す
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴇
だ

　
　
藥
師
は
常

の
も
あ
れ
ど
稀
人
の
今

の
薬
師
尊
か
り
け
り
、
珍
し
か
o
け
り
。

の
如
き
薬
師
如
來
讃
歎
の
歌

の
交

へ
ら
れ
て
る
る
點
か
ら
佛
足
石
並
に
歌
碑
共

に
始
め
か
ら
、
薬
師
寺
に
造
設

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
推
定
さ
れ
、
そ
し
て
拾
遺
集
の
所
傳

の
如
き
は
後
世
の
謬
傳
に
過
ぎ

ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
読
が
最
も
首
肯
す
べ
き
も
の
と
思
ふ

の
で
あ
る
。

歌

の
内
容
は
、
佛

の
足
跡
禮
拜
の
功
徳
と
そ
の
讃
歎
を
主
想
と
し
て
、
自
己
が
之
を
造
設
す
る
趣
意
や
希
望
を
述
べ
、
先
行
者
た
る
唐

の
玉
文
策
の
佛
足
跡
禮
拜
の
事
實
に
も
及
ん
で
み
る
。
そ
し
て
呵
嘖
生
死

の
四
首

に
於
て
は
、生
の
意
義
や
死
の
恐
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
述

べ
て
、
生
死
に
對
し
て
反
省
す
べ
く
警
告
し
て
み
る
。
か

ム
る
四
首

の
歌
ひ
添

へ
ら
れ
た
の
は
、
死
者
の
追
脳

の
場
合
に
企
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
法
華
讃
歎
及
び
百
石
讃
歎

　

　

　

　

　

ほ
っ
げ
さ
ん
だ
ん
　
も
し
し
や
ぐ
さ
ん
ぜ
ん

　

讃

歎

に
獪
法

華

讃
歎

と

百

石

讃

歎

と

が

あ

る

。

是

等

は

傳

へ
ら
れ

る
作

者

か

ら

云

ふ
と

奈

良
朝

の
も

の
と

云

ふ

こ
と

に
な

る

の
で

あ

る

け

れ

ど

も

、

そ

れ

に
は

確
證

が
な

い

の

で
、

置

く

べ
き

時
代

を

決

定

し
鍍

ね

る

の
で

あ

る

。
そ

れ

故

、

雨
述

の
歌

碑

の
歌

と

の
連

絡

關

係

の
便

覧

上

、

姑

く

こ

ム

に
序

で

る

こ
と

に
す

る

。
㌧



法
蕃

歎
は
・
源
爲
憲
の
三
藩

詞
(永
観
二
年
成
)
覚

え
る
の
が
最
も
古
く
・.
薄

穣
發

讃
歎
と
し
て
・

　
　
法
華
経
ヲ
我
が
得

シ
コ
ト

ハ
薪

コ
リ
茶
摘
ミ
水
汲
ミ
仕

ヘ
テ
ゾ
得

シ
。

と
あ
る
も
め

で
あ
る
。
次
で
は
拾
逡
集
に
見
え
て
み
る
。歌

の
内
容
は
法
華
経
第
九
卷
提
婆
品
の
中

の
因
位
の
釋
尊
を
歌

っ
た
も
の
で
、法

塾
八
講
(そ
の
他

の
法
華
講
に
も
)
の
五
卷
の
日
(法
華
経
第
五
卷
を
講
ず
る
日
)
の
薪

の
行
道

へ薪
を
負
ひ
水
桶

を
荷
ひ
極

々
の
捧
物
を
捧

げ
て
す
る
行
道
)
に
唱

へ
た
も
の
で
あ
る
。
五
卷

の
提
婆
品
の
内
容
が
重
き
を
置
か
れ
た
所
か
ら
、そ
の
内
容
を
歌
っ
た
讃
歎
が
作
ら
れ
て

そ
れ
の
唱

へ
ら
れ
る
行
道
が
修
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、法
華
信
仰
の
時
代
的
關
係
か
ら
首
肯
さ
れ
る
所
で
あ
る
、然
る
に
こ
の
讃
歎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
よ
ぎ
ん
た
い
か
い
し
ふ

が
、室
町
期
の
啓
明
記
録

の
魚
田
蕣
芥
集
に
は
、末
句
を
反
覆
し
た
形
の
も
の
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
み
る
。
こ
れ
は
佛
式
に
於
て
實
際

に
唱

へ
ら
れ
る
形
式
の
儘

に
現
は
さ
れ
て
み
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
而
か
も
こ
の
形
式
は
、短
歌
詠
吟
法
の
歴
史
や

こ
の
種
の
も
の
玉
類
例
か

ら
考

へ
て
、當
初
か
ら
斯
る
形
式
で
唱

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
断
し
得
る
。
扨
こ
の
讃
歎

の
作
者
と
し
て
は
、行
基
や
光
明
皇
后

や
眞
如
親
王
な
ど
が
傳

へ
ら
れ
て
る
る
が
、そ
れ
は
確
實
な
徴
證
が
あ
る
の
で
は
な
く
、叉
歌
調
か
ら
云
っ
て
も
必
ず
し
も
奈
良
朝

の
作
と

魚
断
じ
難
く
、法
華
信
仰
の
時
代
的
関
係
か
ら
云
っ
て
も
奈
良
朝
平
安
朝
い
つ
れ
で
穿
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か

ら
、資
料
の
上
か
ら
云
ふ

キ
三
寶
繪
詞
以
前
の
作
と
云
ぴ
得
る
丈
で
、
作
者
も
決
定
し
難
く
時
代
も
奈
良
朝
平
安
朝
い
つ
れ
と
も
断
じ
難

い
と
云
ふ
の
外
は
な
い
.

　
青
石
讃
歎
も
三
寶
繪
詞
に
見
え
る
の
が
最
も
早
く
灌
佛
の
條
に
、

　
　
む
し
き
ぐ
　
や
ぞ
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む
ぐ
い

　
　
百
石
に
八
十
石
添

へ
て
、
た
ま

へ
て
し
乳
房
の
報
、
け
ふ
せ
す
ば
い
つ
か
我
が
せ
ん
、
年
は
を
つ
さ
よ
は
經

に
つ
丶
。

と
あ
る
も
の
が
其
れ
で
あ
る
。
然
る
に
拾
遺
集
に
は
、

　
　
む
し
さ
か
に
や
そ
さ
か
ロ　の　リボ
　

　
　
も
曳
く
さ
に
や
そ
く
さ
添
へ
て
給
ひ
て
し
乳
房
の
報
け
ふ
ぞ
我
が
す
る
。

　
　
　
　
　
　

口
　
本
　
宗
　
心歌

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
一
四

と

い
ふ
純
短
歌
形
式
の
も
の
と
し
て
擧
が
つ
て
み
る
。
形
式
の
こ
と
は
後

に
考

へ
る
と
し
て
、
歌
の
内
容
は
、
心
地
観
経
な
ど
に
人
が
幼

稚

の
時
に
母
の
乳
を
飮
む
こ
と
百
八
十
石
と
あ
る
に
據
っ
て
慈
母
の
讃
歎
と
報
恩
と
を
歌

っ
た
も
の
で
、
灌
佛
會
に
唱

へ
ら
れ
來
っ
て
み

る
の
も
こ
の
故

で
あ
る
。
灌
佛
會

に
讚
歎
を
唱

へ
た
こ
と
は
、
西
宮
記
や
北
山
抄
や
江
家
次
第

に
次
々
見
え
て
み
て
、
こ
の
讃
歎
が
唱
へ

ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
讃
歎

の
原
形
が
、
三
寶
繪
詞
に
見
え
る
や
う
な
五
七
四
句

の
も
の
で
あ
っ
た
か
拾
遺
集
に
見

え
る
や
う
な
短
歌
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
か
穿
問
題
に
な
ら
う
と
思
は
れ
る
。
佛
足
石
の
歌
や
法
華
讃
歎
の
類
例
か
ら
云
へ
ば
、
短
歌
形

式
が
原
形
で
五
七
四
句
の
も
の
は
そ
れ
を
延
長
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
の
や
う
に
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
叉
五
七
四
句

の
も
の
が

五
七

の
形
式
で
七
五
調
の
傾
も
あ
る
點
が
、
實
は
短
歌
形
式

の
も
の
玉
延
長
の
爲
で
は
な
く
て
奈
良
朝
未
卆
安
朝
始
め
頃
の
過
渡
期
の
格

調
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
短
歌
形
式

の
も
の
上
方
が
之
を
縮
約
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
原
形
が
果
し

て
い
つ
れ
で
あ
っ
た
か
は
遽
に
早
斷
し
難
い
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
こ
の
讃
歎
が
、
魚
山
蘯
芥
集
に
は
、

　
　
モ
もシ
ヤ
ク
　
ヤ
ソ
シ
ヤ
ク

　
　
百
石

二
八
十
石
ソ

ヘ
テ
給

ヒ
テ
シ
乳
房
ノ
報
ヒ
今
日
ゾ
我
が
ス
ル
ヤ
、
今
日
ゾ
我
が

ス
ル
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
イ
ツ

　
　
今
日
セ
デ

ハ
何
カ

ハ
ス
ベ
キ
年

モ
經
ヌ
ベ
シ
、
サ
ヨ
モ
經
ヌ
ベ
シ
。

と
な
っ
て
み
る
が
、
こ
れ
は
拾
遺
集
に
見
え
る
も
の
と
三
寶
繪
詞
に
見
え
る
も
の
と
を
取
っ
て
二
段
形
式
の
も

の
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は

一
目
瞭
然
で
あ
ら
う
。
扨
こ
の
讃
歎

の
作
者
と
し
て
は
、
前
の
法
華
讃
歎
と
等
し
く
行
基
や
光
明
皇
后
や
眞
如
親
王
が
傳

へ
ら
れ
て

る
る
が
、
こ
れ
捲
確
實
た
徴
證
が
あ
る
譯
で
は
な
い
の
で
、
文
献
の
上
か
ら
は
三
賽
繪
詞
以
前
の
作
と
云
ふ
こ
と
以
上
に
は
云
ぴ
難

い
の

で
あ
る
が
、
用
語
や
語
法

の
上
に
於
て
石
を

「
さ
か
」
と
讀
ん
だ
り

「年
は
を
つ
さ
よ
は
經
に
つ
玉
」
と
云
っ
て
み
た
り
す
る
樣
な
時
代

の
古
さ
を
感
ぜ
し
め
る
も

の
も
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
そ
の
製
作

の
時
代
は
可
な
り
古
く
、
行
基
で
な
く
て
も
行
基
を
さ
う
降
ら
ぬ
頃
か



平
安
朝
で
も
極
始
め
頃
の
作
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。

日
本
靈
異
記

　

に
ほ
ん
り
や
う
い
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
や
う
か
い

　

日
本
靈
異
記
は
、
薬
師
寺
の
信
徳
燈
位
景
戒
が
弘
仁

の
頃
に
著
は
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
其
の
内
容
に
よ
っ
て
知
り
得
る
が
、
そ
の

内
容

の
性
質
上
こ
の
上
代
に
於
て
説
く
べ
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
同
書
は
支
那
の
冥
報
記
や
般
若
驗
記
に
傚
っ
て
著
作
し
た
も
の
で
、
因

果
應
報
の
理
を
詭
き
つ
玉
籖
が
國
に
於
け
る
善
悪
現
報

の
傳
論
を
書
き
集
め
た
漢
文
の
佛
教
傳
読
集
で
、
そ
れ
敬
具
名
を
日
本
國
現
報
善

悪
靈
異
記
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
上
中
下
三
卷
か
ら
成
り
、略

≧
年
代
順
に
記
し
て
み
て
、雄
略
天
皇

の
頃
か
ら
嵯
峨
天
皇

の
弘
仁
年
間
に
至

る
ま
で
の
聞
に
渉
り
中

に
は
著
者
自
身
に
觸
れ
た
事
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
中
心
を
な
し
て
み
る
も
の
は
奈
良
朝

の
徳
論

で
、
年
紀

の
上
で
は
奈
良
朝
以
前
の
も
の
で
も
傳
論
と
し
て
は
少
な
く
と
も
共
の
大
部
分
は
奈
良
朝
に
於
て
傳
論
化
さ
れ
た
も
の
と
思
は

れ
る
か
ら
、
奈
良
朝
以
後

の
も
の
が
多
少
は
あ
っ
て
も
、
全
體
と
し
て
見
る
に
は
奈
良
朝
の
佛
歡
傳
読
と
見
る

の
が
適
當
で
あ
る
か
ら
上

代
の
部
に
於
て
考
察
す
る
の
が
適
當
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
著
者
は

こ
の
書
の
示
す
所
に
よ
っ
て
衆
人
に
諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
を
希
求
し
、
こ
の
書
の
與

へ
る
功
徳
に
よ
っ
て

一
切
群
生
と
共

に
西

方
願
生
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
其

の
序
文
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
本
文
に
は
屡
三
諸

の
經
を
引
用
し
て
所
詮
の
證
券
と
な
し
、

文
展

玄
贊
を
施
し
、
因
果
應
報

の
頗
る
信
ず
べ
く
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
れ

に
は
前
表

の
あ

る
こ
と
を
も

説

い
て

み

る
。
之
を

一
見
す
る
と
、
外
面
的
に
は
本
書
は
單
な
る
佛
者
の
弘
教
の
爲
の
手
段
た
る
著
作
で
あ
り
。
傳
論
の
多
く
は
そ
の
手
段
の
爲

の

佛
者
の
捏

造
で
あ
る
か
の
如
く
も
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
さ
う
ば
か
り
看
過
ぎ
る
の
は
皮
相
の
見
で
、
著
作

の
動
機
は
著
者
の
云
ふ

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
】
五



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
六

所

に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
博
論
は
畢
竟
時
代
思
想
の
反
映
で
、
佛
者
の
み
の
捏
造
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
又
假
令
佛
者
の

發
唱
に
係
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
時
代
思
想
の
受
込
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
又
受
込
ん
で
行

く
も
の
な
の

で

あ

る

か

ら
、
本
書

の
俾
読
は
畢
竟
奈
良
朝

の
時
代
思
想
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
帥
ち
本
書
の
傳
説
に
よ
っ
て
、
奈
良
朝
の
人
心

に
如
何
程
に
佛
歡
が
浸
潤
し
て
み
た
か
如
何
ば
か
り
應
報
を
恐
れ
て
み
た
か
を
知
り
得
る
と
共
に
、
應
報

に
於
て
も
現
報
を
信
ず
る
傾
向

の
張
か
つ
た
點
に
於
て
、
佛
敏
信
仰
に
於
て
後
世
よ
り
も
現
世
的
傾
向
の
強
か
っ
た
こ
と
瓦
信
仰

の
程
度
に
於
て
後
世
よ
り
も
深
度
の
劣

る
こ
と
」
を
知
り
得
よ
う
と
思
は
れ
る
。
特
に
死
し
て
蘇
っ
て
地
獄
の
歌
を
語
る
と
云
ふ
現
報
徳
詮
が

一
の
型
を
な
し
て
居
る
程
少
な
く

な

い
點
か
ら
で
も
さ
う
思
は
れ
る
。
(地
獄

の
歌
を
叙
す
る
と
い
ふ
點
に
は
著
者

の
手
段
も
含
ま
れ
て
み
よ
う
が
)。

　
,兎
に
角
本
書
は
・
我
が
國
に
於
け
る
最
初
の
佛
歡
傳
論
集
で
あ
る
と
同
時
に
傳
詮
集
の
權
輿
で
、
こ
の
後
次

々
に
出
た
傳
詮
集
の
源
流

を
な
す
と
共
に
そ
れ
等
の
材
料
と
も
な
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
等

の
こ
と
は
次
期
に
於
て
自
然
明
瞭
と
な
る
で
あ
ら
う
。

萬
葉
集
の
歌

　
萬
葉
集

の
歌
に
は
、
禪
道
や
佛
…數
の
思
想
の
見
ら
れ
る
も
の
が
幾
ら
も
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
時
代
思
想

の
反
映
と
し
て
璽
あ
っ
て
、
そ

の
製
作

の
動
機
が
棘
道
や
佛
敏
を
歌
ふ
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
固
有
の
意
味
に
於
け
る
宗
教
文
學
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
思
潮

上

一
顧
を
拂
っ
て
行
く
必
要
の
あ
る
も

の
と
思

ふ
か
ら
、
簡
單
に

一
瞥
を
與

へ
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
萬
葉
集

の
歌
に
は
、「
言
靈
の
牽
は
ふ
國
」
或
は

コ
盲
嚢

の
佳
く
る
國
」
と
い
ふ
言
葉
も
見
え
て
み
て
、
言
靈

の
信
仰
の
痕
跡
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
榊
迫
思
想
に
於
て
は
、
萬
葉
の
含
む
年
代
の
中
に
於
て
多
少
の
推
移
も
見

ら
れ
、
叉
古
事
記
や
鯢
詞
に
於
け
る
神
道
思



想
に
比
べ
て
變
遜
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
◎
古
事
記
の
神
話
に
於
け
る
紳
の
観
念
で
は
、
紳
と
人
と
國
家
の
統
治
と
は
合

一
的
な
關
係
に

な
っ
て
み
て
、
紳
と
国
家

の
統
治
者
(天
皇
)
と
の
分
裂
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
貌
詞
に
於
て
は
、
紳
と
人
と
は
分
裂
し
か
け
て
來
て
、
天

　
　
あ
き

皇
が
現
つ
紳
と
し
て
紳

に
代
る
位
置
に
立
っ
て
國
家
を
統
治
さ
れ
る
や
う
に
な
り
來
っ
て
み
る
が
、
併
し
獪
現

つ
紳
で
お
は
し
ま
す
の
で

神
格
を
備

へ
て
る
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
萬
葉
に
至
る
と
、
入
麿
の
歌
な
ど
で
は

蒙
だ
天
皇
は

「
す
め
ろ
ぎ

の
紳
」
で
現
つ
紳
で
轟

は
し
ま
す
が
、
萬
葉

の
含
む
最
末
期

の
歌
に
至
る
と
、
帥
と

「
す
め
ろ
ぎ
」
と
は
別
々
の
も
の
に
な
っ
て
衆
て
る
る
樣
に
見
え
、
天
皇
は

人
格
的
な
統
治
者
で
、
紳
は
超
現
實
的
な
存
在
に
な
っ
て
み
る
様
で
あ
る
。
人
麿
は
天
皇
を
常

に

「す
め
ろ
ぎ
の
棘
の
み
こ
と
」
と
申
上

げ
、「大
君
は
紳
に
し
ま
せ
ぱ
」
と
も
歌
っ
て
み
る
が
、
家
持
は
天
孫
を

「す
め
ろ
ぎ
の
紳
の
み
こ
と
」
と
申
上
げ
天
皇
を

「
天
の
日
嗣
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
き
も
り

知
ら
し
来
る
君
」
(或
は
「
天
の
日
嗣
と
つ
ぎ
て
来
る
君
」
)と
申
上
げ
て
み
る
。
叉
天
平
勝
寶
七
年
の
防
人
の
歌

の
中
の

　
　
天
地
の
神
を
斫
り
て
さ
つ
矢
ぬ
き
筑
紫

の
島
を
指
し
て
い
く
吾
は
c

　
　
天
地
の
い
つ
れ
の
紳
を
駈
れ
ば
か
う
つ
く
し
母
に
ま
た
言
問
は
む
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
か
の
う
への
い
ら
っめ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

な
ど
の
歌
は
、
皆
紳
を
超
現
實
的
の
存
在
と
し
て
み
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
大
件
坂

上

郎

女
の

「
久
堅
の
天
の
原
よ
り
生
れ

　
　
　
　
み
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

來
る
紳
の
命
」
で
始
っ
て

「か
く
だ
に
も
吾
は
所
ぴ
な
む
君
に
逢
は
ぬ
か
も
」
で
経
つ
た
祭
レ神
歌
の
如
き
は
、

一
見
祭
神
を
動
機
と
す
る

や
う
で
實
は
戀
愛
に
動
機
の
あ
る
歌

で
あ
る
が
・
こ
の
歌
の
紳
は
大
件
氏
の
祖
神
た
知

.挽

醋

軽

あ
る
け
れ
ど
も
・
こ
れ
も
人
の
世

を
絶
し
た
別
な
存
在
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
る
る
。

　

佛
教
思
想
の
方
を
見
る
と
、
時
代
の
降
る
も

の
程
濃
厚
に
な
っ
て
来
て
み
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
敬
神
観
念
の
強
か
つ
元
人

麿

の
歌

に
於
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
日

本

宗

教

文

學

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
一
七



　
　
　
　
　
　

囘

本

宗

教

大

講

塑
.
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
八

　
　
も

の
曳
ふ
の
八
十
う
ち
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波

の
行
方
知
ら
す
も
Q

の
如
き
淡

い
無
常
觀
が
見
ら
れ
、
理
責
的
享
樂
主
義

の
人
で
あ
っ
た
樣
に
見
え
る
族
人
の
如
き
も
、
報
二凶
憫
団歌
に
於
て
は
、

　
　
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
暗
し
い
よ
ム
釜

≧
悲
し
が
り
け
り
。

と
無
常
哀
別
の
悲
し
み
を
歌
っ
て
み
る
。
沙
彌
滿
誓
が

　
　
世
の
中
を
何
に
譬

へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
に
し
船
の
跡
な
き
如
し
。

と
歌
っ
て
み
る
の
は
、
僣
と
し
て
不
思
議
は
な
い
と
云

へ
よ
う
が
、
渡
唐
し
た
丈
に

一
面
儒
教
思
想
も
強
か
っ
た
憶
良
は
、
佛
敏
思
想
も

強
く
、
亡
妻
を
傷
ん
で
は

「從
來
厭
二離
此
微
土
↓本
願
託
二生
彼
浄
刹
こ

と
云
ひ
、
亡
兒
を
追
慕
し
て
は
、
そ

の
病
中
天
棘
地
祗
に
そ
の

平
癒
を
断
つ
た
彼
も
、
今
は

　
　
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
ま
ひ
は
せ
む
下
べ
の
使
負

ひ
て
通
ら
せ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　
　
だ
ぜ　
　
ゐ　
　
　
　
　
あ
ま
ち

　
　
布
施
お
き
て
吾
は
乞
ひ
薦
む
欺
か
す
直
に
率
行
き
て
天
路
知
ら
し
め
。

と
冥
官
に
哀
願
し
佛
に
所
念
し
て
み
て
、
是
等
に
冥
土
の
思
想
と
厭
穢
欣
淨

の
思
想
と
が
現
は
れ
て
る
る
。
こ
れ
は
外
囲
思
想
の
強
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
な
ぴ
を
と
め

た
憶
良
だ
か
ら
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
併
し
高
橋
虫
麿
の
歌
集
に
出
つ
と
あ
る
見
二莞
原
魔
女
墓
一歌

に
も
、

　
　
　
　
　
　
　

よ
み
　
　
　
　
　
　
こ
も
U
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
ぬ
を
と
こ

　
　

し
穿
く
し
ろ
黄
泉

に
待
た
む
と
、
隠
沼
の
下
ば
へ
置
き
て
、
打
嘆
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば
、
茅
渟
壮
士
そ
の
夜
参
に
見
、
取
り
つ
響
き
追

　
　

ひ
行
き
け
れ
ば
、
云
々

と
あ
っ
て
、
こ
玉
に
は
來
世
思
想
と
共
に
微
か
な
が
ら
に

一
蓮
託
生
の
思
想
も
見
え
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
以
上
の
如
く
見
て
來
る
と
萬

葉
に
は
無
常
觀
や
來
世
信
仰
が
現
は
れ
て
る
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
が
。
併

し
族
人
は
無
常
觀
に
勳
か
さ
紅
な

か
ら
も
現
世
の
享
楽
に
画



執
し
た
の
で
あ
り
、
憶
良
も
儒
教
的
な
抑
情
と

「
千
年
に
も
が
と
思
ぼ
ゆ
る
か
も
」
と
云
ふ
如
き
現
贇
の
愛
着
を
持
っ
て
る

た

の

で

あ

り
、
文
苑
原
魔
女

の
歌

の
如
き
は
、
過
去
の
事
實

に
對
す
る
作
者
(虫
麿
で
あ
ら
う
)
の
叙
事
詩
的
構
想
で
・
處
女
の
實
藩
そ
の
も
の
で
は

な

い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
萬
葉

に
は
無
常
觀
や
来
世
信
仰
は
見
え
は
す
る
が
、
ま
だ
現
實
的
傾
向

の
強
い
こ
と
工
信
仰
程
度

の
淺
い
こ

と
曳
は
靈
異
記
の
徳
論
に
於
て
考

へ
ら
れ
る
と
同
様
で
あ
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
附
け
加

へ
て
云
ふ
。
懐
風
藻

に
は
、
大
津
皇
子
の
臨
終

の
詩
に
は
「
泉
路
無
二賓
主
軸此
夕
離
レ家
向
」
と
賦
せ
ら
れ
僭
道
融
は

「我
所
レ思

　
　

　
　
イ

兮
在
二無
漏
肉欲
一一徃
從
二号
賛
嘆
難
」
と
賦
し
て
み
る
が
、
不
軌
を
謀
っ

て
非
業

の
死
を
途
げ
ら
れ
た
大
津
皇
子
が
そ
の
死
に
當
っ
て
哀
音

の
吐
か
れ
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
道
融

に
斯
る
詩
句

の
見
ら
れ
る
の
は
作
者
が
僭
で
あ
る
こ
と
に
於
て
不
思
議

は
な
い
。
そ
し
て
懷
風
藻

全
篇
と
し
て
見
る
と
、
現
實
享
楽
の
傾
向
と
そ
の
上
に
於
け
る
悲
喜
が
見
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

中

古

　
平
安
朝
四
百
年

の
文
化

の
展
開
を
見
渡
す
と
、
外
來
文
化
た
る
唐
の
文
化
が
愈
工
日
本
化
の
傾
向
を
取
り
、
時
代
が
降
る
程
そ

の
日
本

化
が
愈
≧
著
し
く
な
っ
て
行
っ
て
み
る
。
唐
の
文
化
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
印
度
文
化
を
含
ん
で
み
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、以
上
の
展
開
を
思

想
的
に
見
る
と
、
擬
製
、思
想
の
浸
潤
及
び
同
化
が
最
も
著
し
く
、
陰
陽
道
や
道
教

の
思
想
は
之
に
附
鼈
し
て
み
る
と
云
ふ
丈
の
關
係
に
過

ぎ
す
、
儒
教
思
想

の
如
き
は
最
も
薄
い
關
係
に
立
っ
て
る
る
。
當
時
の
瓧
會
の
中
心
を
な
し
て
み
た
貴
族
階
級
が
・
有
閑
無
爲
で
現
實
享

楽

の
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
思
想
に
於
け
る
嗣
係

の
最
も
薄
い
の
は
自
然
で
あ
り
、
佛
歡
思
想
と
の
關
係
に
於
て
も
獪

外
面
的
現
實
的
の
傾
向
を
免
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
一
九



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
二
〇

　
又
之
を
階
級
關
係

の
方
面
か
ら
見
る
と
、
當
期
の
貴
族
階
級
と
武
士
及
び
庶
民
の
階
級
と
の
間
隔
が
前
期
よ
り
は
甚
し
く
な
っ
て
楽
、

貴
族
階
級
が
文
化
の
中
心
を
な
す
有
力
階
級

で
、
武
士
及
び
庶
民
は
そ
の
手
足
の
如
き
位
置

に
立
ち
、
當
期
の
文
化
は
貴
族
専
有
の
文
化

の
如
く
な
っ
て
み
た
。
併
し
庶
民
の
聞
に
低
い
な
が
ら
に
所
有
さ
れ
て
み
た
文
化
的
事
物
の
戴
物
が
、
時
代
が
降
る
に
從
っ
て
貴
族
に
採

用
さ
れ
る
や
う
に
も
な
り
、
獪
當
期
の
末
期
に
近
づ
く
に
從
っ
て
貴
族

の
勢
力
が
衰
頽
し
て
行
く
に
連
れ
て
、
庶
民
向
上
の
き
ざ
し
と
共

に
民
衆
文
化
伸
長
の
き
ざ
し
が
見
ら
れ
る
や
う
に
も
な
っ
て
來
る
の
で
あ
る
、

　
當
期
の
初
頭
に
輸
入
さ
れ
た
天
台
眞
言

の
二
教
は
、
永
く
貴
族
と
費
縁
を
結
ん
で
進
み
、
中
頃
源
信
の
往
生
要
集
が
劃
期
的
な
も
の
と

な
っ
て
進
ん
だ
浄
土
教
思
想
は
、
當
期
の
末
期
に
至
っ
て
途
に
新
佛
教
を
醸
生
す
る
や
う
に
も
な
り
、
叉
源
信
以
前
塞
也
に
よ
づ
て
民
衆

的
傾
向
を
取
り
始
め
た
佛
教
上
の

一
傾
向
は
、浄
土
教
思
想
の
方
面
に
於
て
續
け
ら
れ
て
行
く
や
う
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、聲
明
特

に
天
台
聲
明
の
發
逹
と
時
代
文
化

一
般
の
日
木
化
の
傾
向
と
相
合
し
て
、
佛
教
そ
の
他
の
方
面
に
聲
樂

の
發
展
を
齎
ら
し
た
。

こ
玉
に
和

讃
、
教
化
、講
式
な
ど
の
發
展
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
叉
有
閑
…階
級

の
貴
族
が
儀
容
的
方
面
を
發
達
せ
し
め
た
結
果
、佛
寺
に
於
け
る
儀

式
及
び
歌
舞

の
發
展
と
共

に
神
道
方
面
に
於
て
も
同
様

の
發
展
を
見
せ
し
め
、
そ
の
餘
勢
が
民
間
及
び
地
方
に
も
及
び
、
こ
丶
に
榊
樂
の

歌
舞
や
そ
の
他

の
同
種
の
も
の
」
發
展
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
H
本
化
の
趨
向
と
佛
歡
思
想
の
浸
潤
と
が
、
前
期
に
ほ
の
見
え
て
み
た
紳
佛
習
合
の
思
想
を
愈

・ゐ
深
か
ら
し
め
て
來
た
が
、
そ
の
一
方

に
於
て
、
文
學
の
勃
興
進
展

の
道
程
上
、
文
佛
習
合
の
思
想
と
も
云
ふ
べ
き
文
學
罪
悪
觀
が
生
じ
て
來
た
。
尤

も
こ
れ
は
既

に
支
那
に
於

て
生
じ
て
み
た
も
の
で
、
當
期
の
初
期
か
ら
特
に
崇
拜
さ
れ
て
来
た
白
樂
天

の
思
想
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
帥
ち
咨
山
寺
白
氏
洛

中
集
記
に
見
え
る
狂
言
綺
語
た
る
口
業
の
文
學
を
當
來
成
佛
の
因
縁
と
な
さ
う
と
す
る
煩
悩
即
菩
提
の
思
想
の
戀

承
な
の
で
あ
る
が
、
こ



　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヱ
し
し
け
の
やす
だ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ネ
メ
か
ぐ
み

こ
か
ら
村
上
天
皇

の
時
に
慶
滋
保
…胤
夕
發
起
者
と
し
て
勸
學
急
な
る
も
の
が
起
り
、
當
期
の
末
期
ま
で
の
間
に
紫
式
蔀
瞹
獄
徳
論
が
起
る

に
も
至
っ
て
み
る
。
夂
文
學
の
隆
盛
と
神
道
思
想
と
の
合
體
か
ら
、
菅
神
が
文
道
交
藝

の
祚
と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
や
う
に
も
な
り
、
又
敷

島
の
道
と
し
て
文
學
中
特
殊
な
償
値
を
拂
は
れ
た
歌
道
が
愈
々
神
秘
覗
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
て
、
途
に
和
歌
之
紳
を
生
す
る
や
う
に
も
な

っ
た
。

　
以
上
の
如
く
に
し
て
、
當
期
の
文
學
の
各
面
に
宗
教
文
夢
が
多
く
生
す
る
や
う
に
な
り
、
そ
の
中
特
に
佛
教
文
學
の
多
く
が
見
出
さ
れ

る
。
以
下
そ
れ
等
を
簡
單
に

一
瞥
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
紳
　
樂

歌

　

か
ぐ
ら

　
神
楽

の
歌
舞

の
起
原
に
つ
い
て
は
、
前
期
の
緒
言
や
古
事
記

の
條
に
述
べ
て
置
い
た
が
、
そ
れ
が
時
代
的
に
發
達
し
て
來
た
も
の
と
思

は
れ
る
。
そ
の
儀
式
や
神
楽
舞
は
、
そ
の
様
式
が
時
代
的
に
進
歩
し
洗
練
さ
れ
て
来
た
丈
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
祚
樂
歌

の
方
は
、
そ

の
本
質
は
變
っ
て
来
て
居
る
筈
は
な
い
が
、
當
初
の
間
は
随
時
的
な
も
の
で
そ
の
時
の
創
作
も
流
用
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
後
に
は
紳
楽
舞

が
定
形
化
し
て
來
る
と
共
に
帥
樂
歌
も
固
定
す
る
傾
向
を
取
っ
た
と
思
は
れ
る
。
こ
の
固
定
は
歌
の
固
定
と
曲
調
の
固
定
と
を
意
味
す
る

筈
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
祚
樂
歌
が
樂
譜
と
し
て
制
定
さ
れ
て
今
日
に
残
る
の
は
儀
容
的
方
面
の
著
し
く
發
達
し
た
奉
安
期
に
入
っ
て
か

ら
の
も
の
で
、
從
っ
て
そ
の
中
に
は
平
安
朝
以
前

の
紳
樂
歌
と
思
は
れ
る
も
の
は
頗
る
乏
し
く
當
期
に
於
て
新
し
く
制
定
し
た
常
期
の
歌

と
思
は
れ
る
も

の
が
大
多
數
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
紳
樂
歌
は
當
期
に
於
て
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
紳
樂
舞
は
、
本
來
は
砦
戸
隠
れ
の
神
話
そ
の
も
の
に
起
原
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
神
話
に
見
ら
れ
る
如
き
祭
儀
そ
の
も
の
に
起
原

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一=



　
　
　
　
　
　
　
日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
二
二

が
あ
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
代
の
進
み
と
共
に
そ
の
原
義
が
忘
れ
ら
れ
て
岩
戸
隱
れ
の
祕
話
そ
匹
も
の
に
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
ツめ
の
み
じ
と

原
が
あ
る
如
く
考

へ
ら
れ
、
鈿

女

命
が
神
樂
舞
の
鼻
祖
で
あ
る
如
く
解
せ
ら
れ
て
、
こ
、
か
ら
神
楽
に
鈿
女
命

の
神
懸
り
降
榊
の
所
作

　
　
　
　

あ
ち
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
り
も
の

を
襲
う
た
阿
知
女

の
作
法
と
い
ふ
も
の
も
起
り
、
鈿
女
命
の
持
物
と
な
っ
て
み
る
も
の
が
紳
楽
舞

に
於
け
る
探
物
と
な
っ
て
探
物
の
祕
樂

歌
が
出
來
て
る
る
の
で
あ
る
。
叉
神
楽
は
祚
に
對
し
て
讚
美
所
願
す
る
も
の
と
な
っ
た
關
係
上
、
帥
を
怡
楽
せ
し
め
る
意
味
も
含
ま
れ
て

來
、
こ
の
怡
楽
せ
し
め
る
意
味
に
於
け
る
所
作
や
歌
も
向
け
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
こ
玉
に
滑
稽
な
要
素
や
猥
雑

に
捗
る
も
の
ま
で
も
加

は
る
や
う
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぱ
ぴ

　

今
現
存
の
紳
樂
譜
に
つ
い
て

一
瞥
す
る
と
、
阿
知
女
の
作
法
の
前

に
庭
燎
…の
歌
が
奏
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
み
る
が
、
こ
れ
は
前
奏

曲
と
し
て
後

に
添
加
さ
れ
た
遅
い
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
阿
知
女

の
作
法
が
終
っ
て
探
物

の
歌
と
な
る
が
、
探
物

の
歌
は
い
つ
れ
も

短
歌
形
式
の
も
の
で
、
そ

の
多
く
は
直
接
間
接
に
紳
の
讚
美
で
叉
自
己
の
僥
樂

の
情
を
も
歌

っ
て
み
る
。
そ
の
中

に
戀
を
歌
っ
た
も
の
曳

交

っ
て
み
る
の
は
、
歌
そ
の
も

の
は
遅
い
も
の
で
も
内
容
の
性
質
は
祚
を
怡
楽
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
営
利
か
ら
あ
り
得
た
も

の
で

あ

り
、
獪
こ
の
中
に
交
っ
て
み
る
。

　
　
あ
ぼ
つ
き
　
　す
め
が
み
　
　
　
　
　い
ば
　
　こ

　
　
奥
津
城
に
皇
祚
た
ち
を
齋

ひ
来
し
心
は
今
ぞ
樂
し
か
り
け
る
、
樂
し
か
り
け
る
。

と
い
ふ
歌
は
、
墓
前
祭

の
靆

歌
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
・
盈
織

の
歌
は
・
元
来
探
物

の
歌
で
は
な
く
遲
擽

用

の

も

の
と
思

は
れ

る
。

　

　

　

な
ほ
ら
い
ば
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
い
ば
り

　

亥

に
大

前

張

に
移

り

、

そ

れ

が
経

っ

て

小
前

張

に
移

り
、

経

っ

て
そ

の
他

の
雑
歌

に
移

る

こ
と

に
な

っ

て

み
る

。

併

し

探
物

以

下

の
か

か

る
分

類

や
順

序

は
、
後

に
組
織

図
て

ら

わ

て
来

た

も

42
に
過

ぎ

な

い

の
で
、

元

来

か

ら

云

へ
ば

、
探

物

の
歌

か
固

有

な

も

の
で

・
そ

の
他

聖



の
も
の
は
附
屬
的
な
も
の
だ
と
は
云
ひ
難
く
、
唯
斯
の
如
く
組
織
立
て
ら
れ
た
も
の
を
現
存
の
紳
楽
譜
に
見
得

る
と
云
ひ
得
る
の
み
で
あ

る
。
是

等
の
歌
を
通
じ
て
見
る
と
、
短
歌
形
式
の
も
の
も
不
整
形
式
も
あ
っ
て
雑
多
で
あ
り
、
内
容
も
雑
多
で
あ
る
が
、
そ

の
中

に
は
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

物

の
歌
と
同
じ
性
質
の
も
の
も
あ
っ
て
元
來
探
物

の
歌
と
矗
別
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
叉
風
俗
歌

や
民
謡
の
採
用
さ
れ
π
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ず
ま
ん
ぎ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
や
う
た

の
か
と
思
は
れ
る
も
の
も
あ
り
、
特
に
早
歌
と
い
ふ
歌

の
如
き
元
来
は
千
秋
萬
歳
の
歌
っ
た
も
の
で
穿
も
あ
っ
た
の
か
と
思
は
れ
る
や
う

な

一
種
獨
特
の
も
の
も
交

っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
併
し
概
括

し
て
云
ふ
と
.
神
楽
歌

に
歌
は
れ
て
る
る
思
想
は
、
直
接
紳
に
聞
す
る
も
の

で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
す
、
神
道
思
想
に
合
致
し
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
唯

一
曲
佛
典
の
句
を
取
り
入
れ
た
異
數
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
り
　き
り

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
吉

々
利

々
と
い
ふ
曲
で
、「
白
象
等
聽
論
農
期
清
浄
掲
や
」
と
い
ふ
法
華
懺
法
の
六
時
讚

の
農
期
偈
の
旬

を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
併
し
能
く
考

へ
る
と
、
こ
れ
が
却

っ
て
神
道
思
想
の
時
代
的
發
展
と
現
存
の
紳
楽
譜

の
撰
定
時
代
と
を
裏
書
す

る
も
の
で
、
紳
佛
習
合
思
想
が
両
部
神
道

の
傾
向
を
取
り
來
つ
た
時
、
か
蕊
る
神
楽
歌
も
生
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
た
け

ね
ば
な
あ
ぬ

の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
佛
歡
思
想
を
含
む
棘
樂
歌
は
現
存

の
祚
樂
譜
で
は
こ
の

…
曲
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
實
際
は
獪
他

に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
宇
津
保
物
語
に
見
え
る
神
楽
歌

の
中
に
、

　
　

う
げ
そ
く

　
　
優
婆
。塞
が
行
ふ
山
の
椎
が
本
あ
な
ぞ
は
/
丶

し
と
こ
し
あ
ら
ね
ば
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.

と
い
ふ
歌

の
あ
る
こ
と
か
ら
で
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
中
央
に
行
は
れ
た
神
楽
歌
の
外
、
地
方
に
行
は
れ
た
所
謂
里
祕
樂
の
歌
も
勿
論
あ
っ
た
の
で
、
中
央

の
神
楽
歌
に
是
等
か
ら
探

ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
さ
う
思
は
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
當
期
の
も
の
と
思
は
れ
る
も
の
で
里
神
楽
の
歌

の
殘
っ
て
み
る

も
の
は
頗
る
乏
し
く
、
越
前
の
氣
比
棘
杜
の
紳
樂
歌
や
そ

の
弛

=

一
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
叉
祕
樂
歌
と
鞘
並
ん
で
榊
前
或
は
帥
祉
で
行

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
三



　

　

　

　

　

　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
口

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
ツ
ま
あ
そ
び
う
た

や
豪
と
な
い
　

　
　

し
だ
ら
　

　
　
や

す

は

れ

た

も

の
も

あ

っ

て
、

是

等

嚆

神

道

文

學

と

見

得

る

も

の
で

あ

る

が

、
是

等

の
も

の
に
東

遊

歌

、
'
倭

舞

の
歌

、

志

多
良

歌

、
夜

須

ら
い
　
　
　
た
ま
し
ツ
め

漕
歌
、
鎭
　
魂

の
歌
な
ど
の
あ
る
こ
と
丈
を
云
ひ
添

へ
て
置
く
。



嘘胛
歌

、
足

柄

附
、
宮
嘩
祭
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
う
た

　
神
楽
歌
と
元
來
同
じ
樣
な
性
質
を
持
つ
た
も

の
と
し
て
祕
歌
が
あ
る
。
惟
神
樂
歌
が
終
始

一
貫
し
て
神
前
乃
至
神
肚
專
用
の
も

の
と
し

て
続

い
て
み
る
に
撤
し
て
、
神
歌
は
通
俗
歌
謡
化
し
て
發
麗
し
た
點
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
神
歌
は
諸
書
に
散
見
す
る
も
の
」
外
、
二
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

チ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
し
ま

棘
歌
及
び
四
句
神
歌

の
名
に
於
て
梁
塵
秘
抄

に
纏
っ
た
數
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
二
句
祚
歌
は
、
石
清
水

か
ら
木
島
に
至
る
+
六
肚

の
祚
肚
歌
と
稱
す
る
歌

と
無
名
の
歌
と
で
、
そ
の
形
式
が
短
歌
形
式
或
は
そ
の
發
戻
し
た
形
式
の
も
の
で
あ
る
點
が
、
紳
樂
歌

の
探
物

の

歌
そ
の
他
の
短
歌
形
式
の
も
の
と
同
樣
の
起
原

の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
と
共
に
、
二
句
神
歌

と
云
ふ
名
稱
の
起
っ
て
る
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
ぶ
ん

と
も
お
の
つ
か
ら
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
四
句
神
歌
は
、
紳
分
、
佛
歌
、
經
歌
、
僭
歌
、
靈
驗
所
歌
、
雜
と
い
ふ
樣
に
分
類

さ
れ
て
み

て
、
そ
の
形
式
は
七
五
四
句
が
基
本
を
な
し
そ
の
他
は
そ

の
短
縮
或
は
膨
脹
し
た
も
の
で
、
四
句
神
歌
と
云
ふ
名
稱

の
由
來
も
自
然
了
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
四
句
神
歌
は
和
讃
を
母
胎
と
し
て
二
句
神
歌
と
同
化
し
て
發
麗
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
、
次
に
述

べ
る
法
文
歌
と
相
並
ぶ
發
展

の
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
二
句
神
歌
よ
り
は
遅
い
成
立
の
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
神
歌
と
い
ふ
語
は
、
元
來
神
前
で
奏
す
る
歌
を
云
っ
た
語
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
元
來
神
道
思
想

の
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
併

し
そ
れ
が
通
俗
歌
謡
化
し
た
關
係
上
雑
多
な
も
の
も
入
り
込
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
二
句
棘
歌

の
棘
肚
歌
が
最
も
多
く
本
來

の
面

目
を
存
し
て
み
る
も

の
に
相
違
な
く
、
こ
れ
に
は
佛
歡
思
想
の
も
の
さ

へ
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
無
名
の
二
句
神
歌
に
な
る
と
、
佛
教

思
想
が
幾

ら
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
紳
佛
習
合
の
思
想
の
も
の
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
四
句
神
歌

に
な
る
と
云
ふ
ま
で
も
な

く
備
歡
思
想
が
濃
厚
に
な
っ
て
來
て
る
る
と
共
に
、
神
道
思
想
に
於
て
も
二
句
神
歌
に
於
け
る
樣
に
純
弾
道
的
で
は
な
く
て
柳
佛
習
合
思

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
職
　

　

　

　

　

二
五



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
六

想
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
獪
之
を
仔
細
に
云
ふ
と
、
四
句
神
歌

の
中
で
は
漁
歌

と
し
て
は
最
も
広
質
的
な
紳
分
の
歌

に
於
て
棘
佛
習

合
思
想
が
最
も
濃
厚
な
の
で
、
佛
歌
か
ら
靈
驗
所
歌
に
至
る
四
種

の
も
の
は
純
佛
敏
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
雜

の
歌
は
通
俗
歌
謡
化

の
最
も
甚

し
い
も
の
で
、ρ
民
衆
的
傾
向
も
最
も
著
し
い
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
種

々
雑
多
で
戀
が
主
想
を
な
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
紳
佛
習
合
の
思
想
も
見
え
航
ば
純
佛
教
思
想
も
見
え
、
そ
の
他
種
々
雑
多
な
も
の
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
獪
二
句

碑
歌
や
四
句

神
歌

の
紳
分
や
雜

の
歌

に
於
て
、
御
子
紳
や
巫
子
の
歌
は
れ
て
る
る
も
の
曳
少
な
く
な
い
こ
と
が
注
目
す
べ
費
點
で
、
こ
れ
が
元
來
榊
瓧

關
係
が
重
き
を
な
し
て
み
た
こ
と
瓦
通
俗
歌
謡
化
と
共
に
民
衆
的
傾
向
を
帶
び
て
来
た
こ
と
瓦
を
思
は
し
め
る
も
の
で
、
例

へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
て
む
ま
へ　
　
　
は

　
　
　
若
宮
の
お
は
せ
ん
夜
に
は
貴
御
前
錦
を
延

へ
て
床
と
踏
ま
せ
ん
(祚
瓧
歌
)

の
如
き
は
、
御
子
祚
の
信
仰
と
共
に
巫
子
の
舞
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
し
、

　
　
　

し
ち
め　
　
　
　
　
　
し
ら
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
さ
う
や
の
ど

　
　
山
の
調
は
櫻
人
海

の
調
は
波

の
音
、
又
島
め
ぐ
る
よ
な
、
巫
女
が
集
ぴ
は
中
の
宮
、
化
粧
遣
度
は
こ
玉
ぞ
か
し
(四
句
融
歌
雜
)

　
巫
女
の
歌
舞
と
巫
女
に
戀
の
行
は
れ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
み
る
も

の
か
と
思
は
れ
る
が
是
等
の
類
の
も
の
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ふ
げ
い

　
神
歌
や
法
文
歌
な
ど
玉
共
に
郢
曲
或
は
雑
嚢

の
中
の

一
種
で
あ
る
も
の
に
足
柄
と
稱

せ
ら
れ
て
る
る
歌
が
あ
る
。

こ
れ
は
今
日
獨
立
の

歌
と
し
て
は
傳
っ
て
み
な
い
け
れ
ど
も
、
足
柄
明
神
が
歡

へ
ら
れ
た
と
云
ふ
傳
設
も
あ
り
、
足
柄
明
神
の
神
歌

だ
と
も
傳

へ
ら
れ
て
る
る

も

の
で
、
本
來
足
柄
紳
瓧
に
関
係

の
あ
る
も
の
ら
し
く
、
つ
ま
り
祕
歌
の
性
質
を
持
つ
別
立
の
も
の
と
考

へ
ら

れ
る
。
そ
し
て
其
れ
が
別

立
し
て
み
る
の
は
、
駿
河
舞
な
ど
も
こ
の
中

の
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
古
説
も
あ
る
樣

に
、
本
来
地
方
歌
で
あ
っ
た
爲
で
あ
ら
う
。
梁
塵

秘
抄
ロ
傳
集
や
吉
野
楽
書
で
見
る
と
、
足
柄
十
首
と
あ
る
か
ら
、
平
安
朝
末
に
は
十
首

の
敵
軍
を
持
つ
も
の
に
な

っ
て
み
た
ら
し
く
、
且

口
傅
集
に
よ
っ
て
駿
河
の
國
、
瀧

の
水
、
こ
ひ
せ
は
、
あ
ま
の
と
う
さ
い
、
關
榊
な
ど
云
ふ
歌
章

の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
是



等
が
そ
の
十
首
中

の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。
こ
の
中
の
瀧
の
水
と
云
ふ
の
は
、
或
は
梁
塵
秘
抄

の
四
句
静
歌
雜
の
中
に
見

え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

なる
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絶
えず
力

　
　

瀧
は
多
か
れ
ど
嬉
し
や
と
そ
思
ふ
、
鳴
龍

の
水
、
日
は
照
る
と
も
、
た
へ
て
と
う
た

へ
、
や
れ
こ
と
つ
と
う
。

と
云
ふ
歌
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
若
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
本
來
足
柄

の
歌
で
そ
れ
が
四
句
神
歌

に
も
歌
は
れ
た
の
か
、(
そ
れ

は
嶋
瀧
は
地
名
で
は
な
い
と
見
、
或
は
鳴
る
は
瀧
と
讀
む
の
か
も
知
れ
ぬ
と
見
て
の
こ
と
で
あ
る
が
)
、又
こ
の
歌
が
延
年
舞

に
も
鰍
は
れ

て
る
る
の
は
、
延
年
舞
、
足
柄
、
四
句
神
歌
ど
っ
ち
が
抑
も
根
元
な

の
か
の
疑
問
も
生
す
る
の
で
あ
る
。
併
し

こ
の
疑
問
を
今
こ
玉
で
解

決
し
て
み
る
暇
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
ロ
傳
集
に
足
柄
と
し
て
「釋
迦
」
の
み
の
り
は
浮
木
の
歌
(繼
力
)今
は
た
う
ら
い
み
の
(ろ
カ
)く
」
と

云
ふ
歌
を
歌
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
梁
塵
秘
抄

の
法
文
歌
の
法
華
経
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ぷ

　
　
釋
迦
の
御
法
は
浮
木
な
り
、
ま
い
り
あ
ふ
我
等
は
驢
な
れ
や
、
今
は
う
ら
い
(た
う
ら
い
カ
》彌
勒
の
、
三
會

の
曉
疑
は
す
'。

と
云
ふ
歌
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
歌
を
足
柄
と
し
て
も
歌
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
過
ぎ
な
か
ら
う
。
同
じ
や
う
な
事
が
源

平
盛
衰
記
の
康
頼
熊
野
詣
の
段
に
も
見
え
て
み
て
、
康
頼
の
夢

に
奇
し
き
女
房
が
足
柄
と
し
て

　
　
よ
う
つ
の
佛
の
願
よ
り
も
千
手
の
誓
は
頼
も
し
や
、
枯
れ
た
る
本
草
も
忽
に
、
花
嘆
き
實
な
る
と
こ
そ
聞
け
。

と
云
ふ
歌
を
歌
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
梁
塵
秘
抄
法
文
歌
の
佛
歌
に
見
え
る
も
の
で
、
こ
れ
な
ど
は
足
柄

へ
の
流
用
で
あ
る
こ
と
は
疑

あ
る
ま
い
。
以
上

の
如
く
本
來
の
足
柄
に
擬
す
べ
き
も
の
は
僅
に

一
章
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
七
五
四
句
形
式
の
も
の
を
も
歌
ひ
得
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
兎
に
角

一
極
の
静
歌
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
玉
に
附
説
し
て
置
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
の
め
の
さ
い
も
ん

　
祝
詞
の
系
統
を
引
く
滑
稽
な
祭
文
に
宮

畔

祭

文

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
と
大
宮
洋
紳
は
宮
中

の
造
酒
司
及
び
宮
中
以
外
で
も
祭
ら
れ

　
　
　
　
　
　

日
　
本

宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
二
八

て
る
た
榊
で
、
こ
の
紳

の
祭
は
延
喜
式
以
前
か
ら
あ
ゆ
、
叉
そ
の
棘
格
が
滑
稽
な
祭
文
の
讀
ま
る
べ
き
碌
な
理

由
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
枕
草
子
こ
と
ば
な
め
げ
な
る
も
の
玉
條
に
も
、
「宮
の
女

の
祭
文
よ
む
人
」
と
あ
る
が
、
祭
文
は
拾
芥
抄

に
永
承
の
も
の
と
天

治
の
も
の
と
が
載
っ
て
み
る
の
で
、
そ
の
以
前

の
も
の
玉
様
子
も
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
。

讃

歎
、
和
讃

、
法
文
歌

　
前
期
に
述
べ
た
讃
歎
の
系
統
を
引
く
も
の
に
舍
利
讃
歎
が
あ
る
。
こ
れ
は
舎
利
會

に
用
ひ
る
も
の
で
、
慈
覺
大
師

の
作
と
傅

へ
る
も
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
は
確
證
は
な
い
ら
し
い
が
、
初
中
後
の
三
段
か
ら
成
っ
て
通
計
七
+
二
句
を
數

へ
得
る
長
大
な
も
の
で
、
短

歌
形
式

の
讃
歎
の
末
句
反
覆
の
系
統
を
引
い
て
反
覆
法
の
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
共

に
、
律
語
的
散
文
と
云
ふ
べ
き
中
間
性
の
格
調

の

も

の
た
る
點
に
於
て
新
し
い
發
展
の
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例

へ
ば

　
　
佛
ノ
禦

利

ハ

遇

フ
コ
ト
讐

ヤ
・
敬

フ
コ
ト
難
シ
ヤ
・

凌

モ
遇
ヒ
テ
謹

二
弊

バ

讒

ヲ
ゾ
離
ル
、
ヤ
・
淨
去

　
　
ゾ
早
ク
生
ル

、
ヤ
G
(初
段
劈
頭
)

の
如
き
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
は
最
も
律
語
的
な
所
で
あ
る
。
内
容
は
、
初
段
は
佛
舎
利
値
遇
の
功
徳
、
中
段
は
舎
利
愈
値
遇
の
功
徳

後
段
は
施
行
の
功
徳
を
述
べ
て
、
佛
舎
利
を
讃
歎
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
不
筌
三
藏

の
舎
利
禮
文
を
擴
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
こ
の
系
統
の
も
の
は
こ
の
外
に
は
見
掛
け
な
い
樣
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
方
に
於
て
同
じ
目
的
の
下
に
和
讃
や
教
化
や
講
式
の
歌
な

ど
が
起
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
前
期
忙
於
て
述
べ
た
様
に
、
百
石
讃
歌
の
形
式
と
し
て
五
七
四
句
の
形
式
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
湛
ぱ
恐
ら
く

一
句
の
律
が



り

;
言
三
言
で
頭
輕
脚
重
の
調
子
を
な
す
五
言
四
句

の
漢
讃
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
こ
の
五
七
四
旬
の
百
42
讃

歎

の
系
統
を
引
い
て
そ
れ
が
七
五
四
句
の
も
の
と
な
っ
て
別
立
し
た
も
の
が
和
讃
で
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
七
五

四
句

の
も
の
に
な
っ
た
の
は
、

一
句
の
律
が
四
言
三
言
で
頭
重
脚
輕

の
調
子
を
な
す
七
言
四
句

の
漢
讃
の
影
響

に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る

が
、
併
し
斯
の
如
く
五
七
四
句
か
ら
七
五
四
句
に
轉
じ
た
の
は
、
當
時
に
於
け
る
國
歌
の
格
調
が
五
七
調
か
ら
七
五
調

へ
轉
向
す
る
趨
勢

を
な
し
て
み
た
か
ら
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
こ
の
七
五
四
句
の
和
讃

の
最
初
の
も
の
は
、
普
通
い
ろ
は
歌
と
稱
せ
ら
れ
て
る
る
い
ろ
は
讃
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
塞
海
の
作
で
あ
る
と

云
ふ
確
證
は
な
い
に
し
て
も
、
和
讃
中
最
も
早
い
も

の
で
あ
る
こ
と
丈
は
間
違
な
い
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
こ
の

一
章
の
短
和
讃
と
し
て

起
つ
た
も
の
が
長
和
讃
と
し
て
發
展
す
る
様
に
な
り
、
永
く
後
世
に
ま
で
緩
く
の
で
あ
る
。
か
丶
る
勢
の
生
じ

た
の
は
、
國
民
的
自
覺
や

國
文
學
の
發
展
が
根
柢

を
な
し
て
み
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
叉
佛
敏
そ
の
も

の
曳
困
民
化
に
伴
ふ
漢
譯
経
典
の
國
文
化
普
遍
化
の
趨
何
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

一
方
に
於
て
藪
化
の
如
き
同
じ
國
文
化
の
も
の
も
起
り
、
講
式
の
歌
の
如
き
も
の
も
出
來
て
行
っ
て
み
る

の
で
あ
る
。

　
日
本
往
生
極
樂
記
の
千
觀
傳
に
阿
彌
陀
和
讃
廿
餘
行
を
作
っ
た
と
あ
っ
て
、
塞
也
の
弟
子
の
千
觀
が
斯
る
長
和
讃
を
作
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
、
今
日
傳
は
る
極
樂
國
彌
陀
和
讃
が
或
は
そ
れ
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
で
源
信
の
作
と
傳

へ
る
も
の
に
天
台
大
師
和
讃
、
六
時
讃
そ

の
他
の
も
の
が
あ
っ
て
、
是
等
は
考
證
を
要
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
兎

に
角
大
凡
こ
の
頃
か
ら
長
和
讃
が
大
に
發
展
す
る
機
蓮
に
向
っ

た
ら
し
く
、
こ
の
後
當
期
及
び
次
期
以
後
を
通
じ
て
永
く
そ
の
製
作
が
纏
い
て
る
る
。
是
等
の
和
讃
は
單
獨
に
も
或
は
文
献
の
中
に
も
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
近
国
文
東
方
佛
藪
叢
書
歌
頚
部
の
中
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
一、
叉
近
く
日
本
歌
謡
集
成
の
中

に
牧
め
ら

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

血教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
九



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
葺
C

れ
る
樣
で
あ
る
か
ら
、
こ
丶
に
は
論
述
を
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
短
和
讃
が
通
俗
化
し
て
歌
謡
と
な
っ
た
と
思
は
れ
る
も

の
に
法
文
歌
が
あ
る
。
法
文
歌
は
梁
塵
秘
抄
に
佛
歌
、
花
嚴
經
、
阿
含
經
、
方

響
経
、
般
若
經
、
無
量
義
經
、
普
賢
經
、
法
花
經
、
…懺
法
歌
、
涅
槃
歌
、
極
楽
歌
、
借
款
、
雜
法
文
歌

の
分
類

に
よ
っ
て
多
數
の
も
の
が

擧
げ
ら
れ
て
み
る
。
形
式
は
大
部
分
の
も
の
が
七
五
四
句
で
、
七
五
四
句
調
が
餘
程
厳
格
に
守
ら
れ
て
み
る
も

の
で
あ
る
點
に
於
て
、
和

讚
を
母
胎
と
す
る
四
句
神
歌
よ
り
も
遙
に
和
讃
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
和
讃

の
直
接
系
統
寧
ろ
和
讃
そ
の
も
の
玉
通
俗
化
に
過
ぎ
な
い
も

の
た
る
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
云
っ
て
も
、

　
　
崑
崙
山
に
は
石
も
な
し
、
玉
し
て
こ
そ
は
鳥
は
打
て
、
玉
に
馴
れ
だ
る
鳥
な
れ
ば
、
驚
く
気
色
ぞ
更
に
な
き
。
(雜
法
文
歌
)

と
云
ふ

一
首

(
こ
れ
も
共

の
次
の
歌
と
關
係
を
持
っ
て
る
る
も
の
で
あ
る
)
の
外
は
、
悉
く
佛
歡
思
想
の
も
の
で
、
紳
佛
習
合

の
思
想
は

更
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
は
、
四
句
静
歌
の
佛
歌
、
經
歌
、
借
款
、
靈
驗
所
歌
も
同
様
で
あ
る
が
、
而
か
も
四
句
棘
歌

の
そ

れ
は
現
實
化
の
傾
向
を
持
っ
て
る
る
に
對
し
て
、
法
文
歌

の
そ
れ
は
経
典
乃
至
教
義
に
即
し
た
傾
を
持
っ
て
る
る
點
に
於
て
和
讃
直
接
の

通
俗
化
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
梁
塵
秘
抄
の
法
文
歌

の
外
に
、
京
都
の
大
報
恩
寺
(
千
本
釋
迦
堂
)
か
ら
發
見
さ
れ
た
法
文
歌

(?
)
十
九
首
が
あ
り
、
五
七
四
句
の
今
様

歌

の
中
に
も
佛
歡
思
想
の
も
の
が
幾
ら
も
あ
る
。
五
七
四
句

の
今
様
歌
も
、
そ
の
源
流

へ
溯
れ
ば
和
讃
に
到
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の

佛
敏
思
想
は
法
文
歌
同
様

の
關
係
と
時
代
思
想
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
佛
歡
思
想
の
今
様
歌

の
中
特
に
云
っ
て
置
く
べ
き
も
の
は
、
河
内

の
金
剛
寺
か
ら
發
見
さ
れ
た
嘉
應
二
年
書
寫

の
+
三
首

の
も
の
と
大
原
三
寂

の
一
人
寂
然
(唯
心
房
)
の
唯
心
房
集
の
中
の
創
作
今
様
五
十

首
中
の
も
の
と
で
あ
る
。
し



欷
化
、講
式
唱
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ふ
げ

　
和
讃
が
律
語
體

の
も
の
と
し
て
發
蔑
し
た
傍

に
、
散
交
體

の
佛
敏
上
の
唱

へ
物
と
し
て
教
化
が
起
つ
た
。
教
化
は
二
節
で

一
章
を
な
す

形
式
の
も
の
で
其
の
物
獨
特
の

一
種

の
格
調
は
あ
り
は
す
る
が
、
併
し
散
交
體
の
も

の
で
あ
る
。
和
讃
よ
り
は
稍

工
遅
れ
た
發
生
の
も
の

か
と
思
は
れ
る
が
、
併
し
西
宮
記
の
季
御
讀
經
や
御
俳
名

の
條
に
教
化
の
あ
る
こ
と
が
見
え
る
か
ら
、
西
宮
記
以
前
か
ら
あ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
物
が
…教
化
と
呼
ば
れ
る
樣
に
な
っ
て
み
る
の
は
、
元
来
聽
衆
を
教
化
す
る
意
味
の
も
の
と
し
て
起

つ
た
か
ら
で
あ
る
に
相
違
な
く
、
斯
く
教
化
す
る
唯
の
言
葉
で
あ
る
筈

の
も
の
が
唱

へ
物
と
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
散
文
體

の
も
の

に
な
る
の
は
自
然

の
勢
で
あ
る
。
而
か
も
そ
の
散
文
體
が
二
節
で

一
章
を
な
す
も
の
に
な
っ
た
の
は
、
我
が
國
の
歌
謡
界
に
特
有
な
二
聯

』
章
の
形
式
の
影
響

に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。
短
歌

に
し
て
も
旋
頭
歌
に
し
て
も
乃
至
和
讃

(七
流
二
句
づ
曳
が

一
聯
を

な
す
か
ら
)
に
し
て
も
二
聯

一
章
の
も
の
で
あ
り
、
朗
詠
の
漢
句
に
し
て
も
二
聯

周
章
で
而
か
も
教
化
と
等
し
く
散
文
體
で
あ
る
。
、
さ
れ

ば
教
化
の
構
成
は
朗
詠
の
漢
句
と
相
並
ぶ
も
の
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
魚
山
盛
芥
集
に
行
基
の
作
と
し
て

　
"
昔
ノ
大
王

ハ
仙
人
ノ
タ
メ
昌
千
歳
ノ
給
仕
ヲ
致
シ
テ

一
乘
ノ
妙
法

ヲ
ッ
タ

へ
、
今
ノ
諸
徳

ハ
権
現
ノ
御
タ

メ
二
八
軸
ノ
買
支
ヲ
講
ジ

　
　
マ
シ
マ

　
　

御
冖ス
ゾ
宀貴
カ
リ
ケ
ル
。

と
い
ふ
教
化
を
載
せ
て
み
て
、
天
台
宗
所
用
の
も
の
で
あ
る
が
、
用
語
か
ら
見
て
行
基
時
代

の
作
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
内
容
か

ら
見
る
と
法
華
讃
歎
と
同
意
義
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
法
華
八
講

に
用
ひ
る
も

の
と
し
て
製
作

さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
思

ほ

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

噌



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
三
こ

れ
る
が
、
併
し
古
い
教
化
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
叉
…教
化
の

一
般
形
式
の
例
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
教

化
に
は
斯
の
如
き
單
獨
の
も

の
と
斯

の
如
き
も
の
瓦
二
章
或
は
幾
章
か
か
ら
成
る
も
の
と
の
三
種
が
あ
る
の
で
、
斯

の
如
き

一
章
の
も
の

は
之
を
聚

の
教
化
と
云
ぴ
・
二
章
か
ら
成
る
も
の
は
轢

竅

化
と
呼
ば
れ
て
み
る
。

　
教
化
に
は
固
定
し
た
も
の
と
臨
時
に
新
作

さ
れ
る
も
の
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
化
は
舊
佛
歡
の
方

に
於
て
專
ら
發
撰
し
從

っ
て
貴
族
方
面
に
關
係
の
深
か
っ
た
も
の
と
云

へ
る
の
で
、
新
佛
歡
の
方
に
於
て
專
ら
發
展
し
て
通
俗
的
民
衆
的

に
流
博
す
る
に
至
っ
た

和
讃

と
は
著
し
い
對
象
を
な
す
も
の
と
云

へ
る
の
で
あ
る
。
斯
る
關
係
や
僧
侶
專
誦
の
も
の
で
あ
っ
た
關
係
な
ど

か
ら
、
教
化
は

一
般
の

注
意
か
ら
離
れ
て
み
る
傾
が
あ
っ
た
が
、
近
来
注
意
さ
れ
る
樣
に
な
り
、
い
ろ
ん
な
人
の
手
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ

か
け
て
も
來
た
が
、
近

く
日
永
歌
謡
集
成
に
收
録
さ
れ
る
樣
で
あ
る
か
ら
、
今
は
夫

々
の
作
物
に
つ
い
て
は
述
べ
ぬ
。

　
獪
教
化
に
は
和
讃
形
式
の
も
の
も
用
ひ
ら
れ
て
る
る
が
、
こ
れ
は
和
讃
形
式
乃
至
既
成
和
讃

の
流
用
に
過
ぎ
な

い
と
思
ば
れ
る
。
教
化

に
既
成
の
も
の
を
流
用
す
る
例
は
、
翼
宗
本
願
寺
派
で
親
鸞
作
の
和
讃
や
報
恩
講
式
及
び
歎
徳
文

の
一
節
を
流
用
し
て
み
る
如
き
例
も
あ

る
。
文
永
觀
の
往
生
講
式
で
は
教
化
に
自
作
の
短
歌
が
用
ひ
ら
れ
て
る
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
短
歌
形
式

の
流
用

で
あ
る
。

　
和
讃
や
教
化
の
外
に
講
式

に
於
て
唱

へ
ら
れ
た
講
式
唱
歌
と
で
も
名
づ
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
永
久
二
年
に
眞
源
の
作

っ
た
順
次
往
生

講
式
に
見
交
る
二
十

一
章
の
も
の
が
纒
つ
た
も
の
で
、
雅
楽
及
び
催
馬
楽
の
曲
の
曲
調
に
合
ふ
や
う
に
作
っ
た
も

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
短

い
も
の
を

一
つ
宛
引
い
て
見
る
と
、

　
　
　
　
甘
　
州

　
　
極
樂
の
観
音
勢
至
は
頼
も
し
や
、
心
を
致
す
人
あ
れ
ば
、
必
ず
迎

へ
て
か
し
づ
き
給
ふ
ぞ
嬉
し
き
、
あ
は
れ
め
で
た
や
。



　
　
　
　
唯
道
口
音

　
　
　
　
　
　
ま
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
す

　
　
道
知
ら
で
参
り
煩
ふ
露

の
身
を
、
九
品
の
蓮
の
上
に
疾
く
置
け
や
、
聖
衆
た
ち
や
。

の
如
き
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
大
原
三
千
院
藏

の
極
樂
聲
歌

(聲
歌
は
唱
歌
の
借
字
)
に
は
、
こ
の
講
式
中
の
歌
章
と

嚇
致
す
る
多
数
の

も

の
と
獪
同
種
の
雅
楽
曲
調
の
別
の
も
の
二
章
だ
け
多
く
あ
り
、
金
澤
稱
名
寺
藏
の
も
の
に
同
種
の
雅
樂
曲
調

の
別

な

も

の
が
四
章
あ

る
。
そ
し
て
是
等
の
も
の
は
凡
て
同
種
の
も
の
で
、
内
容
は
い
つ
れ
も
極
楽
讃
歎
の
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
風
に
順
次
往
生
講
式
以
外
に

も
同
様

の
も
の
瓦
見
出
さ
れ
る
點
か
ら
考

へ
る
と
、
順
次
往
生
講
式
の
制
作
さ
れ
た
以
前
頃
か
ら
、
浄
土
教
方
面

に
於
て
こ
の
種
の
唱
歌

が
製
作
さ
れ
て
講
式
中
に
諷
詠
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
み
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
事
實
は
浄
土
教
の
純
情
な
国
民
化
の
進
展
と
民
衆
化

の
傾
向
と
の
雰
圍
氣

の
中
に
於
け
る
雅
楽
及
び
郢
曲
と
佛
歡
と
の
合
鱧
の
新
事
買
と
し
て
頗
る
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
か
曳

る
製
作
は

一
時
の
試
み
に
止
っ
て
、
永
く
は
績
か
な
か
っ
た
ら
し

い
。

、

紳
祗
釋
欷
和
歌

　
前
期
に
述

べ
た
萬
葉
集
の
歌

に
見
ら
れ
た
神
道
及
び
佛
教
の
歌
の
繼
績
と
し
て
、
當
期
に
入
っ
て
も
神
道
及
び
佛
數
の
歌

か
引
續

き
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
當
期
に
於
て
は
、
新
渡

の
佛
歡
が
愈
工
隆
盛

に
な
っ
て
時
代
思
想
に
浸
潤
す
る
こ
と
が
愈

丈
深
く
な

⇔
と
共

に
、
紳
佛
習
合
の
思
想
が
釜

二
發
撰
し
た
關
係
上
、
神
道
及
び
佛
教
の
歌
が
金

工
多
く
な
っ
て
来

た
の
で
あ
る
。
勅
撰
集
で
見
て
も
、
古

今
集
に
は
哀
傷
の
歌
に
佛
教
思
想
が
見
え
た
り
大
歌
所
の
歌
に
神
楽
歌
が
あ
っ
た
り
し
て
居
り
、
そ

の
他
神
道
及
び
佛
歡
の
思
想
の
歌
は

あ
り
は
す
る
も
の
瓦
ま
だ
別
立
せ
し
め
て
な
く
、
後
撰
集
は
大
ま
か
に
分
け
て
特

に
は
別
立
せ
し
め
て
な
く
、
拾
選
集
は
紳
樂
歌
を
立
て

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
三
三
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木
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講
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.三
四

・哀
傷
の
中
に
佛
激
闘
係
の
歌
を
交

へ
て
.み
て
そ
の
他
の
も
の
は
別
立
せ
し
め
て
な
い
が
、
後
拾
遺
集

に
奎
っ
て
は
紳
祗
、
羅
…教
の
二
部
を

設
け
て
別
立
せ
し
め
る
に
至
っ
て
居
り
、
次
の
金
葉
、
詞
花
の
二
集
は
特
に
は
別
立
せ
し
め
て
み
な
い
が

、
千
載
集
は
紳
祗
、、
釋
敏
の
二

部
を
立
て
、
そ

の
後

の
勅
撰
集
は
凡
て
こ
の
二
部
を
立
て
る
と
云
ふ
風
に
な

っ
て
み
る
の
で
あ
る
ρ

、

　

斯
の
如
く
神
道
及
び
佛
教
に
關
す
る
歌
が
紳
祗
、
釋
教
と
し
て
別
立

の
扱

ひ
を
さ
れ
る
樣
に
な
っ
て
來
る

一
方

に
於
て
、
紳
佛

の
詠
ま

れ
た
歌
や
紳
佛
感
應

の
歌
と
い
ふ
も
の
が
早
く
か
ら
生
じ
て
み
る
の
で
、
こ
れ
は
早
く
か
ら
見
え
る
權
者

の
歌

が
時
代
思
潮
に
乘
っ
て
發

展
し
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
こ
の
種
の
歌
は
伊
勢
物
語
、
貫
之
集
以
來

い
ろ
く

の
も
の
に
見
え
て
み
る
が
、
袋
草
紙
に
は
希
代
歌
と

し
て
集
録
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
是
等
の
も
の
を
見
る
と
、
佛

の
詠
歌
よ
り
も
棘
の
詠
歌

の
方
が
よ
り
多

い
の
は
、
和
歌
は
流
石

た
敷
島
の
道
で
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。

`
佛
教
の
歌

の
中
に
は
、
経
論
の
意
や
文
句
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
が
早
く
か
ら
生
じ
て
み
て
、、
そ
れ
等
が
諸
種
の
歌
集
の
中

に
も
見

え
る
が
、
單
獨
の
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
も
早
く
か
ら
出
来
て
み
る
。
歌
集
の
中
で
は
、
勅
撰
集
な
ど
に
も
見

え
る
が
、
散
木
斎
歌
集

の
釋
教
部
の
十
二
光
佛
や
+
二
禮
文
や
往
生
要
集
の
+
樂
や
そ
の
他

の
も

の
を
詠
ん
だ
も

の
や
、-

唯
心
房
集
の
十
重
禁
戒
、
十
法
界
、
+

如
是
を
詠
ん
だ
も
の
な
ど
は
、
そ
の
最
も
纏

っ
て
見
え
る
部
類
の
も
の
で
あ
る
。
單
獨
の
も
の
で
は
、
早
く
選
子
内
親
王
が
諸
経
の
文
を

詠
ま
れ
た
發
心
和
歌
集
(寛
弘
九
年
成
)
が
あ
9
、
唯
心
房
集
の
作
者
の
寂
然
が
諸
経
論
の
文
を
詠
ん
だ
法
門
百
首

が
あ
る
。
特

に
法
門
百

首
は

一
々
そ
の
和
歌
の
意
を
敷
衍
解
読
し
た
美
文
が
附

い
て
み
て
、
全
醴
と
し
て

一
篇

の
優
秀
な
佛
教
文
學
を
な

し
て
み
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
發
心
和
歌
集
の
序
に
は

「釋
尊
諡
二法
華

一
乘
一歌
二詠
諸
如
來
之
善
↓爰
知
歌
詠
之
功
高
爲
二佛
事
一焉
」
と
あ
っ
て
、
こ
玉
に
は
和

歌
の
宗
教
的
意
義
を
音
楽
的
方
面
か
ら
の
み
見
て
あ
る
が
、
法
門
百
首
に
至
る
と
、
天
台
の
諸
法
實
相
の
教
理
の
立
場
か
ら
、「麁

冒
妄
語



み
な
第

一
義
に
歸
し
て
、

一
法
と
し
て
も
實
相
の
理
に
背
く
べ
か
ら
す
」
と
云
ひ
、
特

に
こ
の
歌
は
唯

の
世
俗
文

字
の
た
は
ぶ
紗
で
は
な

く
悉
く
權
實
の
歡
丈
を
翫
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
層
發
菩
提
心
の
縁
と
な
ら
う
と
の
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
み
て
、
こ
玉
に
は
普
通

な
支
離
罪
悪
即
速
講
親
と
共
に
釋
敏
和
歌

の
教
文
に
近
か
る
べ
き
特
別
宗
教
的
意
義
を
認
め
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
神

佛
詠
歌
及
び
紳
佛
和
歌
感
應

の
思
想
と
抱
合
し
て
途
に
和
歌
は
日
本
の
陀
羅
尼
な
り
」
と
云
ふ
思
想
に
發
展
す
る
前
提
を
な
し
て
み
る
も

の
と
云
へ
よ
う
と
思
ふ
。

　
獪
釋
歡
和
歌
と
し
て
注
意
す
べ
き
も
の
に
、
京
都
建
仁
寺

の
塔
中
大
龍
菴
の
藪
地
か
ら
發
掘
さ
れ
た
僭
西
念
の
極
樂
願
往
生
歌

(康
治

元
年
成
㌧
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
ろ
は
四
十
七
字
を
短
歌
の
首
尾
に
置
い
て
詠
ん
だ
所
謂
沓
冠

の
歌
四
十
七
首
と
別
和
歌

一
首
と
か
ら
成
る

も
の
で
、
西
念
が
勤
行
供
養
に
身
力
と
資
力
と
を
蓋
し
其
れ
に
よ
っ
て
極
樂
に
往
生
す
べ
き
願
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

に

「
蓋
開
、
和
歌
者
佛
神
道
ロ
後
世
菩
提
叶
給
道
也
」
と
あ
っ
て
、
和
歌
を
以
て
紳
佛

に
祈
れ
ば
後
世
菩
提
が
叶

ふ
と
云
ふ
思
想
が
現
は

れ
て
る
る
の
で
あ
る
o

　

こ
れ
は
紳
佛
感
應
の
思
想
と
も
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
紳
佛
は
歌
道
を
擁
護
し
歌
道
の
冥
加
を
斬
れ
ば
叶
ふ
と
云
ふ
思
想
が
夲
安

朝
後
期
に
現
は
れ
て
居
り
、
そ
の
結
果
和
歌
の
法
樂
や
和
歌
三
紳
な
ど
が
生
じ
て
も
み
る
0
で
あ
る
が
、

こ
の
思
想
も
斯
る
思
想
の
中
に

於
て
佛
教
的
に
進
ん
だ
も
の
で
、
西
念
は
斯
る
思
想
か
も
こ
の
歌
を
詠
ん
で
み
る
の
で
あ
り
、
叉
こ
れ
は
前
に
述

べ
た
講
式
唱
歌
と
そ
の

思
想
の
根
柢
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
僧
侶
や
入
道
遁
世
者
の
釋
教
和
歌
を

一
々
述
べ
る
こ
と
に
な
る
と
際
限
が
な
い
か
ら
、
そ
の
中
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
を
述
べ
る
方
針

を
取
る
こ
と
に
し
こ
蕊
に
も
以
上
に
止
め
て
置
く
こ
と
に
す
る
。
し　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
、



日

本

宗

教

大

講

座

三
六

季

丈
曽

5ん
辷
　

　

　

　

佛

欷

傳

説

集

,
"}、　
豸
　　、メ;　　　ノ戸

　
　
　
　
　
　
　
副ノ

　
頑

歩

嶷

'疹
、
4

拶

塵

戴

鼕

静
　
　前
期
に
述
べ
た
日
本
靈
異
記
の
系
統

を
引
い
て
佛
歡
傳
読
を
集
め
た
も
の
が
、
同
記
以
後
に
も
引
續
を
塊
は

れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
靈

彡
　
.費
み
拵

剃

異
記
の
編
著
さ
れ
て
後
間
も
な
く
同
調
と
同
じ
く
漢
文
で
書
か
れ
且
同
じ
く
現
報
佛
歡
僻
論
を
集
め
た
全
く
同
じ
性
質
の
も
の
に
日
本
感

　
片
　
菰
切

物
　
〆馨

　
靈
縁
が
あ
る
。
唯

こ
れ
に
は
延
暦
年
間
か
ら
承
和
十
三
年
に
至
る
聞
の
も

の
が
集
め
ら
れ
て
み
て
、
凡
て
が
夲
安
初
期
の
も
の
玉
み
で
あ

前
　
　
氤

　
　
・集

　

る
點
が
年
代
上
靈
異
記
と
異
な
る
點
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
俾
読
そ
の
も
の
工
性
質
は
靈
異
記
の
も
の
と
全
く
同

一
で
・
靈
異
記
の
末
部
の

　
亭

一い浮
拶

許
↓
剃
り、μ
亭
安
初
期
の
傳
説
と
準
行
し
或
は
蓮
續
す
る
も
の
で
あ
り
・
同
種
の
奈
良
朝
傳
読
の
繼
續
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
編
著
さ

-

牽

毫

黎

評

た
年
時
髪

へ
る
と
・
承
和
+
ご
㎝年
頃
塾

し
?

あ
っ
た
か
脱
稿
す
る
県

で
あ
っ
た
こ
と
が
智

れ
る
か
ら
・
蠱

こ
の
鴇

著

　

〆劣

丈

以

殄

生

女

了 營

さ
れ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
靈
異
記
の
編
著
さ
れ
た
頃
か
ら
僅
か
に
三
十
年
内
外
し
か
遅
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
今
日
見
得
る

本
書
(繪
群
書
類
從
釋
家
部
所
收
)
に
は
十
五
條
の
傳
読
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
不
明
空
白
の
個
所
が
多
い
の
で
値
詮

の
筋
の
十
分
に
解
し

得
ら
れ
な
い
も
の
が
多

い
け
れ
ど
も
、
凡
て
が
現
報
徳
詮
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
、
四
天
王
關
係
の
も
の
が
其
牛

を
占
め
て
み
る
異
色
を

持

っ
て
る
る
。
然
る
に
末
尾
の
附
記
に
よ
っ
て
、
も
と
上
下
兩
卷
で
五
十
八
箇
條
あ
っ
た

こ
と
は
知
ら
れ
る
か
ら
、
現
存
す
る
本
書
は
殘

闕
本
で
あ
る
ら
し
い
。

　
然
る
に
こ
れ
よ
り
稍

よ
降
っ
て
平
安
朝
の
中
期
永
観
二
年
に
成
っ
た
源
爲
憲
の
三
寶
繪
詞
は
、
佛
歡
俾
詮
の
方
面
か
ら
見
て
注
意
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
同
繪
詞
は
佛

(上
)法
(中
)櫓
(
下
)
の
三
審

か
ら
成
り
、
上
巻
佛
寶

の
卷

に
は
印
度
の
佛
歡
博
論
を
諸
経
論
か
ら
探
っ
て

記
し
、
中
巻
法
寶

の
卷
に
は
我
が
國

の
佛
歡
徳
論
を
記
し
、
そ
の
中
大
安
寺
榮
好
の

一
條

の
外
は
凡
て
靈
異
記
か
ら
採
っ
て
居
9

(中
に



は
他
書
を
も
参
酌
し
て
み
る
も
の
も
あ
る
が
)
,下
巻
僣
寳

の
卷
に
は
正
月
か
ら
十
二
月
に
至
る
各
所
の
佛
魯
を
記
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

斯
の
如
く
中
巻
の
如
き
は

一
條
の
外
は
靈
異
記
の
傳
載
に
過
ぎ
な

い
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
が
、
併
し
本
絵
詞
は
國
文
で
記
さ
れ
て
み
る
黜

に
於
て
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
本
繪
詞

の
編
成
法
の
更
に
擴
大
さ
れ
た
形
の
も
の
が
今
昔
物
語
で
あ
る
。

　
今
昔
物
語
に
つ
い
て
は
多
く
を
云
ふ
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
が
、
今
昔
物
語
は
國
の
範
圍
を
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
國
に
擴
げ
て
頗

る
尨
大
な
も
の
と
な
り
、
且
徳
論
の
範
囲
を
も
擴
げ
て
佛
歡
傾
説
の
み
で
な
く
そ

の
他

の
も
の
を
も
集
め
來
っ
て
み
る
が
、
そ
の
中
本
朝

の
佛
敏
徳
論
の
中
に
は
、
靈
異
記
の
大
部
分
の
も
の
が
探
ら
れ
て
居
り
、
三
寶
繪
詞
の
中

の
も
の
玉

一
致
す
る
も
の
が
少
く
な
い
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
今
昔
物
語
は
各
種
の
徳
論

の
集
大
成
で
、
全
體
と
し
て
佛
歡
傳
読
集
と
云
へ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の

一
部
が
佛
教
傳

論
集
を
な
し
て
み
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
今
昔
物
語
と
同
時
頃
の
も
の
に
打
聞
集
が
あ
る
。
大
書

は
近
年

の
發
見

に
係
9
、
昨
年
古
典
保
存
會
に
於
て
寫
眞

版

で
發

行
さ
れ
た

が
、
下
鮎
と
あ
る
も
の
玉
み
で
、
他
は
存
佚
不
明
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
そ
の
解
読

に
よ
っ
て
明
か
で
、
そ
れ
に
擦
る
と
、
印
度
、
支

那
、
日
本
の
佛
歡
徳
論
を
集
め
た
も
の
で
、
二
十
七
條

の
傳
説
の
中
二
十
條
ま
で
が
今
昔
物
語
と

一
致
す
る
が
、
併
し
今
昔
物
語
と
直
接

の
關
係
が
あ
る
と
は
認
め
難
く
、
或
は
本
書
は
そ
の
名
の
如
く
聞
く
に
任
せ
て
筆
・録
し
次
も

の
で
必
ず
し
も
諸
書
か
ら
採
っ
た
の
で
は
な

い
の
で
あ
ら
う
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
次
期

の
宇
治
拾
遺
物
語

の
傳
読
中
七
條

の
も
の
が
本
書
の
も
の
と

一
致
し
而
か
も
そ
の
聞
、

に
密
接
の
關
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
宇
治
拾
遺
は
本
書
を
そ
の
資
料
の

一
と
し
た
の
で
あ
ら
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

然
る
に
以
上
の
外
に
、
靈
異
記
や
感
無
縁
の
如
く
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
日
本
往
生
極
楽
記
を
始
め
と
し
て
次

々
に
出
た
徃
生
傳

が
あ
る
。
是
等
は
以
上
の
二
書
が
現
報
に
限
っ
た
様
に
事
贊
を
往
生
に
限
っ
た
佛
敏
傳
読
集
で
あ
る
。

罵

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
三
八

　
以
上
の
如
く
、
平
安
朝
に
於
て
佛
數
傳
説
の
集
録
が
次

々
行
は
れ
て
る
て
、
そ
の
中
三
寶
繪
詞
及
び
今
昔
物
語
と
往
生
傳
類
と
は
、
僧

侶

の
手
で
は
な
く
貴
族
の
手
に
な
っ
て
居
り
、
そ
し
て
三
寶
繪
詞
と
今
昔
物
語
と
は
明
か
に
諸
種

の
経
論
や
そ

の
他

の
典
籍
が
そ
の
資
料

と
な

っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
是
等
の
も
の
玉
生
じ
た
の
は
、
支
那
に
そ
の
先
蹤

の
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
之

を
時
代
的
に
見
る
と
、
支

那
印
度
の
學
問
知
識

の
發
建
徳
播
や
佛
歡

の
流
布
浸
潤
な
ど

の
一
反
映
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
其
れ
と
共
に
是
等
の
も

の
は
、
文
學
と
し
て
の
價
値
は
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

抑

承

廴

撚

ノ
、
ず
f

彳
N

蘭

多

極

棄

競

佛

敏

文

献

附
、
神
道
文
献

上
来
述
べ
來

つ
た
も
の
は
、
奉
安
朝
文
學
に
於
て
特

に
宗
教
文
學
と
云
ふ
べ
き
も
の
を
擧
げ
た
の
で
あ
る
が
、
平
安
朝
文
學

一
般
に
於

一著

蛭

夥

擁

護

て
も
特

に
佛
教
思
想

の
投
影

の
見
ら
れ
な
い
も
の
は
殆
ん
ど
な

い
と
云
っ
て
も
よ
い
位
で
み

る
。
假
名
文
學
、
漢
文
・
漢
詩
い
つ
れ
に
於

羅

君

彡

藪

瀕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
も
さ
う
で
あ
る
が
、
特
に
物
語
に
於
て
、
竹
取
物
語
の
如
き
は
月
上
女
經
が
主
な
る
素
材
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
る
如
く
、
天
人
思
想
を

え
.聯

廖

・
所

用

　

翫

　 　 　 ヨ
八 薩 受 存 講 秉 諷%噸

誨 須 成 手 　 翻 願
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亢 髟 彡6鶴

主
想
と
し
た
佛
數
思
想
の
も
の
に
な
っ
て
居
り
、
宇
津
保
物
語
の
如
き
も
特
に
そ
の
俊
蔭
の
卷
に
佛
敏
思
想
の
濃
厚
な
も
の
が
見
ら
れ
、

源
氏
物
語
に
於
て
も
横
川
の
僧
都
は
源
信
を

モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
て
る
る
如
き
が
あ
り
、
そ
の
他
是
等
の
凡
て
を
通

じ
て
佛
教
の
因
果
律

の
流
れ
が
見
ら
れ
て
る
る
と
云
ふ
樣
な
風
で
あ
る
。
文
集
花
物
語
の
如
き
も
法
成
寺
建
立
を
中
心
と
し
て
佛
教
思
葱

が
濃
厚
で
あ
少
、
大
鏡

の
如
き
、も
そ
の
組
織
が
佛
典
の
序
分
正
宗
分
流
通
分
の
三
部
組
織
を
襲
う
た
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
読
も
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
他
云
ひ
来
れ
ば
際
限
が
な
い
。

　
併
し
以
上
の
込
の
は
、
要
す
る
に
時
代
思
想
の
投
影
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
・

一
方
に
於
て
上
来
見
來

つ
た
も
の
瓦
外
に
佛
敏
に



　
彩
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耋

蜷

以

多
匹
多

〃
裟

捗
　
　
　
　
　
直
接
關
係
を
有
す
る
も
の
で
主
と
し
て
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。
尤
も
中
に
は
漢
語
の
律
文
成
は
國
文

で
書
か
れ
た

も

の
も
な
い

き
むコ　
　
　
　
　
　
ギ

ィ
　
　
　
　
一

　
　
で
は
な
い
。
例

へ
ば
西
方
極
楽
讃
、
普
賢
菩
薩
讃
、
羅
什
三
藏
讃
、
慈
恩
大
師
讃

の
如
き
は
漢
語

の
律
文
で
、
信
仰
者
の
信
仰
文
學
で
あ

濯

藐

　

記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
佛
會
所
用
の
漢
爻

の
も
の
に
願
文
、
呪
願
文
、
諷
誦
文
、
表
白
、
講
式
の
如
き
が
あ
る
。
叉
僭
傳
、
靈
驗

記
、
縁
起
の
如
き
も
の
が

薇
　
　
　
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
僣
の
法
語
が
あ
り
、
佛
數

の
行
事
の
記
録
た
る
受
戒
記
、
灌
頂
記
、
八
講
記
、
修
法
記
、
堂
塔
供
養
記
の
如
き
が
あ
り
、
こ
の
外

　
才ム
　
　
　
　
　
　
　
彡
隆

　
・～
　
　
　
　
　
　
　
　髣

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佛
敏
に
間
接
な
關
係
を
有
す
る
も
の
に
堀
河
院
昇
遐
記
、
高
倉
院
昇
遐
記
や
、
白
河
院
高
野
山
御
幸
記
や
、
釋
氏
徃
來

の
如
き
も
の
が
あ

　
煽

♂
内
院

昇

遐

影

海

髪

彦

/

越

¢

る
。
そ
し
て
是
等
の
も
の
玉
中
に
は
稀
に
國
文
の
も

の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
靉

文
献
で
あ
る
が
、
榊
道
議

も
多
少
は
あ
っ
て

　
ぞ
・～ゐ
疏
多
野
4-
御
事
俄榊
祗
方
面
の
縁
起
や
祚
の
託
宣
記
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
以
上
擧
げ
來

つ
た
讃
以
下
の
宗
教
文
献
は
、
讃
や
佛
會
所
用
の
も
の
は

　
鐸

　
氏

膨

張

純
交
學
と
し
て
も
價
値

の
拂
ひ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
も
の
玉
中
に
も
純
文
學
と
し
て
も
價
値
を
拂
ひ
得
る
も
の
が
あ
る
か
ら
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
玉
に
概
括
し
て
述
べ
て
置
く
の
で
あ
る
9

日
　
本
　
宗

教

文

學

薫
九



近

古

　
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
期
以
前
を
包
括
し
て
近
古
と
し
て
考

へ
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
獪
出
来
る
丈
簡
單
に
す
る
様
に
と

の
編
輯
部
の

希
望
で
あ
る
の
で
、
以
下
出
来
得
る
限
り
簡
單
を
期
し
よ
う
。

　
當
期
に
於
て
は
武
士
階
級
が
就
會
の
中
心
を
な
す
樣

に
な
り
、
庶
民
も
そ
れ
に
続
い
て
擁
顕
し
よ
う
と
す
る
樣

に
な
り
、
下
剋
上
の
傾

向
も
生
じ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
新
興
階
級
の
武
士
は
猜
紳
文
化
に
於
て
も
前
期
よ
り
は
高
ま
っ
て
は
來
た
も

の
瓦
、
前
期

の
貴
族
の
そ

れ
に
は
中

々
及
ば
な
い
し
、
叉
貴
族
は
物
質
精
神
兩
文
化
に
於
て
退
嬰
し
つ
瓦
あ
る
の
で
、
當
期

一
般
と
し
て
は
精
棘
文
化
方
面
は
前
期

に
比
べ
て
は
低
下
し
て
み
る
と
云
っ
て
よ
く
、
こ
れ
が
當
期
の
末
に
至
る
程
肚
會
事
情
の
關
係

に
よ
っ
て
愈
低
下
し
て
み
る
と
云
っ
て
よ

い
の
で
あ
る
。
斯
く
て
中
心
と
な
り
來
つ
た
武
士
に
は
、
我
が
國
古
来
の
君
臣
道

の
延
長
と
し
て
武
士
道
が
發

達
し
架
り
、
そ
れ
に
は
儒

教
の
大
義
名
分
論
が
深
く
影
響
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
其
と
共
に

一
體
に
武
士
に
は
儒
教
道
徳
の
影
響
が
多

い
。
當
期
の
文
學
に
儒
教

道
徳

の
投
影

の
著
し
い
の
は
こ
れ
が
爲
で
あ
り
、
叉
當
期
の
文
學
に

一
體
に
教
訓
的
教
授
的
態
度
の
見
え
る
の
は
、
か
ム
る
道
徳
的
傾
向

と
肚
會

一
般
と
し
て
の
知
識
の
低
下
と
に
基
因
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
然
る
に
前
期
末
に
於
て
、
國
民
的
自
覺
に
拌
ふ
外
來
文
化
同
化
の
自
然
の
進
み
の
上
に
、
瓧
會
の
世
紀
末
的
傾
向
と
共
に
末
法
思
想
が

深
く
な
っ
た
り
そ
の
中
戰
亂
が
續
出
し
た
り
し
た
關
係
で
、
薪
佛
教
が
起
り
、
當
期
に
入
っ
て
釜
進
化
し
、
そ
れ
が
體
驗
的
に
内
化
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
武
士
中
心
の
當
期
の
人
々
の
心
に
眞
に
内
化
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
獪
こ
れ
と
共
に
紳
佛
習
合
の
思

想
も
進
ん
で
、
そ
の
習
合

の
渾
融

の
度
が
著
し
く
、
こ
れ
が

一
方

に
於
て
は
儒
教
道
教
な
ど
の
影
響
を
も
受
け
て
、
薗
部
神
道
や
山
王
紳

　
　
　
　
　
　
　
日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
、
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四
一



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
二

道
や
法
華
神
道
の
如
く
神
道
哲
學
と
し
て
體
系
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
云

へ
ば
、
當

期
の
肚
會
中
心
の
武
士

は
、
外
的
現
世
的
に
は
武
士
道
や
儒
教
道
徳
の
觀
念
が
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
内
的
宗
敏
的
に
は
佛
歡
信
仰
と
紳
佛

一
致
信
仰
と
が

張
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
か
曳
る
宗
教
思
想
の
愈

よ
強
く
な
る
こ
と
は
、
や
が
て
共

の
世
態
を
物
語
る
も

の
で
、
愈
不
安
騒
擾
を
'

進
め
て
行
っ
た
當
期
の
後
期
に
於
て
七
福
神
の
起
つ
た
な
ど
は
、
さ
る
祗
會
に
自
然
生
す

べ
き
現
實
的
欲
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上

の
如
き
宗
教
思
想
が
文
學
に
及
ぼ
し
て
み
る
影
響
も
著
し
く
、
狂
言
綺
語
の
文
學
罪
悪
者
と
見
ら
れ
た
紫
式
部
の
墮
獄
似
読
か
ら

源
氏
供
養
の
如
き
が
起
っ
て
る
る
が
、
そ
れ
が
獪
進
ん
で
か

亙
る
狂
言
綺
語
の
罪
悪
文
學
者
の
そ
の
偉
大
な
人
が
實
は
佛
菩
薩
の
化
身
で
,

あ
る
と
云
ふ
思
想

へ
も
進
ん
で
行
っ
て
み
る
の
で
あ
り
、
和
歌
の
如
き
は
前
期
に
於
け
る
如
き
宗
教
的
思
想
か
ら
進
ん
で

「
和
歌
は
日
本

の
陀
羅
尼
な
り
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
來
て
る
る
の
で
あ
り
、
講
式
に
は
祕
道
講
式
の
如
き
が
生
じ
て
み
る
と
云
ふ
風
で
あ
る
。
叉
前

期
に
述
べ
た

「歌
詠
佛
事
を
爲
す
」
の
思
想
は
實
に
廣
く

「聲
佛
事
を
爲
す
」
の
思
想
で
あ
る
の
で
、
音
楽

一
般
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
る

る
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、
こ
の
點
か
ら
前
期
末
か
ら
起
つ
た
當
期
に
渉
っ
て
諸
種
の
昔
樂
講
式
が
起
っ
て
る
る
の
で
あ
る
。
又
佛
歡
聲
楽

な
る
聲
明
が
佛
歡

の
国
民
化

の
進
み
の
爲
世
俗
音
楽

へ
の
関
係
影
響
が
前
期
よ
り
も
著
し
く
な
っ
て
、
卆
曲
、
宴
曲
、
謡
曲
な
ど
の
曲
調

に
は
聲
明
の
感
化
影
響

の
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
o

　
要
す
る
に
、
以
上
述
べ
た
時
代
思
想
の
歌
態
が
そ
の
儘
當
期

の
文
學
に
反
映
し
て
み
る
の
で
、
之
を
宗
教
思
想

の
方
面
か
ら
見
て
も
、

佛
教
思
想
や
精
神

一
致
思
想
が
當
期
の
文
學
全
般
に
渉
っ
て
瀰
蔓
し
て
み
る
の
み
な
ら
す
、
又
文
學

一
般
と
し
て
は
そ
の
製
作
價
値
の
程

度
に
於
て
前
期
よ
り
は
低
下
し
つ
』
進
ん
だ
に
拘
は
ら
す
、
宗
教
文
學
乃
至
宗
教
的
文
學

の
産
出
さ
れ
た
こ
と
の
多
い
こ
と
は
前
後
に
比

な
き
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
前
期
に
行
は
れ
た
神
楽
歌

の
類
や
酔
歌
、
足
柄
、
法
文
歌
な
ど
は
當
期

へ
も
持
越
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
D
、



和
讃
、
教
化
の
如
き
は
當
期
に
於
て
も
多
量
に
製
作
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
、

　
　
　
　
　
　

.
和
…讚

、
敖

化

、
巡

噛磑
歌

附
、
太
秦
牛
祭
祭
文

　
和
讃
は
當
期
に
入
っ
て
も
釜
多
量
に
製
作
さ
れ
て
る
る
。
佛
教
が
釜
国
民
化
し
叉
國
語
的
白
籤
が
進
ん
で
來

た
當
期
に
於
て
は
正
に
さ

う
あ
る
べ
き
所
で
ち
る
。
舊
佛
歡

の
方
面
に
於
て
も
前
期
以
來
の
如
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
新
佛
教
の
方
面
に
於
て
は
特
に
多
く
、

中
に
も
浄
土
真
宗
と
時
宗
と
に
多
い
。
眞
宗
に
於
て
は
宗
祖
親
鸞
が
所
謂
三
帖
和
讃
そ
の
他

の
多
量

の
製
作
を
な
し
て
居
り
、
時
宗

に
於

て
は
宗
祀

一
遍
以
下
歴
代
上
人
の
多
く
の
製
作
が
あ
る
。
併
し
當
期
の
和
讃

一
々
に
就
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
前
期
に
も
云
っ
た
如
く
略

す
る
こ
と
に
す
る
。

　
歡
化
も
、
當
期
に
於
て
も
引
続
き
製
作
さ
れ
て
る
る
。
併
し
教
化
は
當
期
に
於
て
大
體
そ

の
製
作
時
期
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
、
和
讃
が
次
期

の
江
戸
期
に
於
て
も
引
続
き
製
作
さ
れ
又
世
俗
化
の
發
展
を
も
な

し
た

の
に
饗
し
て
、
教

化
は
そ
の
製
作

の
消
息
も

明
か
で
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
製
作
が
萎
徴
し
た
ら
し
い
。
さ
れ
ば
教
化
の
歴
史
は
當
期
を
以
て
経
る
と
云
っ
て
よ
い
か
と
思
ふ
。
獪

一
々
の
も
の
に
就
い
て
は
略
し
て
置
く
G

　
遅
く
も
當
期
の
末
頃
に
は
出
來
て
る
た
ら
う
と
思
は
れ
た
る
も
の
に
巡
禮
歌
が
あ
る
。
巡
禮
敵
中
の
最
も
早

い
も
の
は
西
國
三
十
三
所

観
音
巡
禮
の
短
歌
の
御
詠
歌
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
西
園
三
十
三
所
巡
禮

に
倣

っ
た
も
の
が
他
地
方
に
も
起
り
、
そ
れ
等
に
も
同
種
の
も
の

が
出
來
た
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
當
期
を
降
る
で
あ
ら
う
。
西
國
観
音
巡
禮
が
三
十
三
所
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、
観
音
の
三
十
三
身
普

門
示
現
の
義
に
據
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
且
こ
の
巡
禮

の
起
つ
た

の
は
観
音
信
仰
が
早
く
か
ら
普
遍
的
に
行
は
れ

　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

て
る
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
御
詠
歌
そ

の
も
の
を
見
る
と
、
凡
て
が
釋
教
歌
に
は
な
っ
て
み
す
、

一
體
と
し

て
羈
放
の
歌
と
云
ふ
如
き
も
の
に
な
っ
て
み
て
、
そ
の
中
に
釋
教
の
も
の
も
交

っ
て
み
る
と
云
ふ
如
き
も
の
に
な
っ
て
み
る
。
さ
れ
ば
誰

か
に
よ
っ
て
羈
旅
氣
分
で
作
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
從
っ
て
和
讃
に
も
な
ら
な
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。

　
太
秦

の
慶
陵
寺
の
牛
祭

に
唱

へ
ら
れ
る
牛
祭

表
文
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
同
寺

の
摩
哘
維
帥
を
祭
る
祭
文
で
、
鯢
詞
の
系
統
を
引
く
も

の
で
あ
る
が
、
頗
る
滑
稽
な
も

の
で
、
前
期
に
云
っ
た
宮
嘩
祭
文
と
相
並
ぶ
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
室
海
域
は
源
信

の
作
と
傳

へ
る
け
れ

ど
も
、
恐
ら
く
は
當
期
後
期
頃
に
成
っ
た
も

の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神

道

、
和

歌

、
音

楽

の

講

式

の

諷

誦

物

神

蓮

蕣

.氏

　

美

神

講

式
　
　
既
に
述
べ
た
樣
に
當
期
に
入
っ
て
諸
種
の
棘
道
講
式
が
現
は
れ
て
る
る
。
天
神
講
式
の
如
き
は
、
佛
式
の
講
式
に
菅
公
作
の
漢
詩
和
歌

　

教

詔

講

ド孔

を
交
へ
て
居
り
、
熟
田
講
式
の
如
き
は
、
同
じ
く
佛
式
の
講
式
で
、
そ
の
表
白
に
於
て
熟
田
明
禪
の
本
地
・
壁
跡
・
廻
向
を
述
べ
・
三
首

　
大

明

神
綉

广
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
和
歌
や
熟
田
講
和
譛
を
交
へ
て
る
る
。
そ
し
て
こ
の
熟
田
講
和
讃
は
、
そ
の
内
容
か
ら
云
っ
て
聯
道
和
讃

と
云
ひ
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
喬

責

善

式

　

　

　

　

　

ノソ
お

態

転

蒻

べ
こ
の
外
筑
土
餮

氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
明
惠
作
の
脊

明
碧

聾

し
突

明
神
講
式
、
愚

作
の
垈

、明
犂

奉
讃
し
た
要

講

　

み

あ
多
落

入

　

式
、
存
覺
撰
の
信
貴
鎮
守
講
式
、
そ
の
外
山
王
講
式
な
ど
が
あ
る
。
吾
妻
鏡
に
よ
る
と
、
鎌
倉
で
は
八
幡
講
式
が
出
來
て
る
た
こ
と
も
知

　

ハ

.播

籌

穴

　
ら
れ
る
。

　
　
　

一　　　ゾ/,多

　
挿

≠

落

人
　
　
大
凡
當
期
秘
蹟
頃
の
も
の
か
と
思
は
れ
る
柿
本
講
式
は
・
柿
本
影
供
が
佛
敏
講
式
の
影
響
を
受
け
て
成
っ
た
和
歌
講
式
で
・
始
め
に
惣

　

μ　

之
　
再

,穿

彡
.

彡
.

禮
頌

と
し
て
三
首
の
短
歌
が
諷
誦
せ
ら
れ
、
次
に
法
用
が
あ
っ
て
・
そ
の
次
の
表
白
は
優
麗
な
国
文
で
書
か
れ
て
み
て
・
そ
れ
は
始
め
に
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和
歌

の
歴
史
か
ら
こ
の
講
を
營
む
に
至
っ
た
由
来
を
述
べ
た
總
序
が
あ
っ
て
、
そ

の
本
文
が

一
に
和
歌
を
讃
し
.
二
に
人
丸
を
讃
し
.
三

に
素
意
を
述
べ
る
三
段
か
ら
成
り
、
そ
の
各
段

の
絶
無
に
お
の
く

三
首
の
短
歌
と

一
類
と
が
飄
誦
さ
れ
る
も

の
に
な
っ
て
み
る
。
そ
し

て
こ
の
講
式
中
に
諷
誦
さ
れ
る
是
等
の
短
歌
は
、
こ
の
講

の
擧
行
者
が
人
丸
の
作
と
見
な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
且
表
白

中
に

「
剩
居
を
春
日
野
の
ほ
と
り
に
し
む
」
と
云
っ
て
み
る
の
で
、
こ
の
講
式
が
人
丸
の
某
所
と
云
ふ
人
丸
堂

で
用
ひ
ら
れ
た
も

の
か
と

考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
表
白
の
内
容
で
見
る
と
、
こ
の
講
は
人
丸
に
對
す
る
讃
歎
報
恩
と
狂
言
綺
語
の
和
歌

の
過
を
轉
じ

て
人
丸
そ
の
他

の
名
歌
人
の
譛
佛
乘
の
縁
と
な
さ
う
と
す
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
古
今
著
聞
集
に
よ
る
と
、
前
期
の
末
頃
雲
居
寺

の

瞻
酋
の
許
で
歌
人
が
和
歌
會
を
開
い
た
時
、
過
去
七
佛
を
書
き
そ
れ
に
三
十
六
歌
仙

の
名
字
を
書
き
載
せ
た
和
歌
曼
陀
羅
を
用
ひ
た
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
柿
本
講
式
は

内
容
的
に
は

こ
の
系
統
を
引
い
て
更

に
講
式
化
し
た
も

の
と

云
へ
る
の
で
あ
る
。
獪
竹
園
抄
に
よ
る

と
、
當
期
に
於
て
は
和
歌
講
も
起
っ
て
る
て
、
そ
れ
は
人
丸
像
と
葛
城
明
神
像
と
を
懸
け
て
營
み
、
そ
の
作
法

は
伽
陀
師

の
惣
禮
伽
陀
で

始
ま
る
と
云
ふ
樣
に
、
紳
佛
習
合
の
思
想
に
よ
っ
て
宗
教
講
式
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
叉
前
期
の
末
期
頃
か
ら
歌
謡
音
楽
と
宗
敏
と
が
合
體
し
て
音
樂
講
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
起
り
、
そ
れ
が
當
期

に
入
っ
て
諸
種

の
も
の
と

な
っ
て
行
は
れ
て
る
絢
の
で
あ
る
。
帥
ち
今
横
議
、
朗
詠
講
、
郢
曲
講
、
管
絃
講
、
妙
音
講

郢
律
講
.
延
年
講

の
如
き
が
其
れ
で
あ
る
。

一
々
そ
の
詳
細
は
知
り
に
く
い
け
れ
ど
も
、
諷
誦
物
は
既
に
自
明
の
も
の
も
あ
り
、
諸
種
の
記
録
に
よ
っ
て
作
法

の
大
體

の
知
ら
れ
る
も

の
も
あ
り
、
申
に
は
講
式
の
殘

っ
て
み
る
も
の
も
あ
る
。

紳

祗
釋

教

和
歌

　

附
、
連
歌
と
宗
教

日
　
本

宗

教

文

學

四
五



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
神
祇
や
釋
歡
の
和
歌
が
引
続
き
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
前
期
よ
り
も
そ

の
範
園
が
擴
眠

し
、
纏
っ
た
も
の
も
多
く

出
來
、
獪
連
歌

の
方
面
に
於
け
る
發
展
も
あ
っ
て
、
前
期
よ
り
も
遙
か
に
發
畏

し
て
る
る
の
で
あ
る
。
勅
撰
集
に
は
悉
く
神
祇
、
釋
教
の

部
が
設
け
ら
れ
、
そ

の
他
の
歌
集
に
於
て
も
同
じ
樣
な
関
係
が
見
ら
れ
、
経
論

の
意
や
文
句
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
玉
引
續
い
て
る
る

こ
と
も
勿
論
で
あ
る
が
、
法
樂
奉
納
の
和
歌
や
歌
合
に
於
て
も
棘
佛
両
面
の
も
の
が
見
ら
れ
、
職
人
歌
合
や
狂
歌
合
の
如
き
も
の
ま
で
宗

教
或
は
僣
と
の
關
係
に
於
て
見
ら
れ
る
と
云
ふ
樣
な
歌
態
に
な
っ
て
み
る
。

　
纏
っ
た
も
の
で
云
っ
て
見
る
と
、
僣
及
び
寺
童

の
歌
を
集
め
た
績
現
葉
和
歌
集

の
如
き
も

の
が
出
来
て
居
り
、
経
論
或
は
佛
教
蘭
係
の

も

の
で
は
、
慈
圓
が
日
吉
権
現
の
法
楽

に
し
た
詠
法
華
經
百
首
和
歌
や
、
定
圓
が
詠
ん
で
舎
利
殿
に
奉
納
し
た
法
隆
寺
贅
物
和
歌
や
、
爲

勲
等
が
南
都
で
詠
ん
だ
詠
法
華
経
唯
識
論
和
歌
や
、
軍
民
等
が
高
野
金
剛
三
昧
院
に
奉
納
し
た
金
剛
三
昧
院
奉
納
短
冊
和
歌
や
、
同
じ
く

奪
氏
が
そ

の
女
鶴
王
頼
子
の
冥
福
追
善
の
薦
僧
か
ら
募
っ
た
經
旨
和
歌
百
首
や
、
慈
圓
の
三
百
回
忌
の
供
養
に
詠
ま
れ
た
法
華
経
和
歌
百

首
な
ど
が
あ
る
。
叉
榮
海
が
撰
し
た
釋
敏
三
十
六
人
歌
仙
の
和
歌

の
如
き
も
の
も
あ
る
。
(慈
圓
の
百
首
以
下
の
も
の
は
、
國
交
東
方
佛
教

叢
書
歌
頚
部
に
收
め
ら
れ
て
る
る
)。
又
神
道
方
面
の
も

の
で
は
、
度
會
元
長
の
詠
大
榊
宮
二
所
神
祇
百
首
和
歌
や
、
卜
部
兼
邦
の
解
読
附

の
祕
道
百
首
歌
抄

の
如
き
が
あ
る
。

　
法
楽
、
奉
納
、
追
善
.
祗
疇
の
爲
や
名
號
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
な
ど
は
和
歌
の
方
に
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
連
歌

の
方
に
於
て
も
こ

の
績
の
も

の
が
同
様
に
行
は
れ
て
る
る
の
み
な
ら
す
、
獪
當
期
の
後
期
に
入
っ
て
は
、
各
種
の
名
號
連
歌
が
盛

に
な

っ
た
傾
向
が
あ
る
と

　
　
　
む
さ
う
び
ら
き

共
に
、
夢
想
開

連
歌
な
る
も
の
が
起
っ
て
る
る
。
こ
れ
は
祚
佛
の
夢
想
の
詠
歌
と
云
ふ
こ
と
が

連
歌

の
方

へ
延
長
さ
姓
た
關
係
の
も
の

で
は
あ
る
が
、
か
ム
る
事
が
連
歌
が
隆
盛
に
赴
く
と
共
に
信
仰
的

に
起

っ
て
る
る
所
に
時
代
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
、、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御



砕

敷

身

説

荏
不

レ髪

物

象

　
峻

集

弥

　
発
　
が
　

集

　

劇

鬆

-
!久

當
期
末
に
勃
興
し
た
俳
諧
に
つ
い
て
は
、
便
宜
次
期
に
至
っ
て

一
括
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

佛

敏

傳

説

集

　
前
期
の
江
談
抄
の
系
統
を
引
く
も
の
と
見
ら
れ
る
當
期
の
随
筆
的
叢
話
集
に
は
、
江
談
抄
に
佛
神
事
が
あ
る
樣

に
、
古
事
談

や
績
古
事

談

に
は
榊
肚
、
佛
寺
の
條
が
あ
り
、
古
今
著
聞
集
に
は
神
祇
、
釋
敏

の
條
が
あ
り
、
東
齋
随
筆

に
は
佛
法
類
、
神
道
類

の
條
が
あ
る
と
云

ふ
風
で
あ
る
。
併
し
是
等
よ
り
も

今
昔
物
語

の
系
統
を
引
い
て
而
か
も
三
寶
繪
詞
の
類

の
如
く
佛
歡
徳
論
の
み
を

集
め
た
佛
教
傳
論
集

私

鬆

げ

ぎ
掾

集

が
・
當
期
中
の
前
期
に
相
次
い
で
出
て
み
る
こ
と
が
特

に
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
等

の
も
の
に
は
、
康
頼

の
著
と

俾

へ
る
寶
物

ψ

素

読
界

毅

談

集

集
、
西
行
の
著
と
稱
す
る
撰
集
抄
、
長
明
の
著
と
傳

へ
る
發
心
葉
、
慶
政
の
著
か
と
の
論
あ
る
閑
居

の
友
、
住
信

の
著
な
る
私
聚
百
因
縁

集
、無
住
の
著
な
る
沙
石
集
及
び
雑
談
集
等
が
あ
る
。是
等
の
も
の
に
は
發
心
譚
や
往
生
譚
や
靈
驗
譚
や
そ

の
他
様

々
の
佛
歡
傳
論
が
記
さ

れ
て
居
り
、
無
住
の
著
に
は
實
話
も
あ
り
そ
の
雑
談
集
に
は
自
己
の
閲
歴
談
も
記
さ
れ
て
み
る
。
叉
私
聚
百
因
縁

集
は
天
竺
、
唐
土
、
和

朝

の
三
部
か
ら
成
っ
て
み
て
、
今
昔
物
語
の
編
成
法
を
襲
っ
て
み
る
。
然
る
に
是
等
の
も

の
を
通
じ
て
の
特
色
は
、
唯
徳
論
を
説
く
丈
に

は
止
ま
ら
な
い
で
そ
の
闇
に
佛
敏

の
教
義
を
も
説
き
、
畢
竟
論
か
れ
る
所
の
徳
論
は
佛
道
歸
入
の
方
便
で
、
論
法
的
態
度
が
濃
厚
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
是
等
の
書
を
通
じ
て
の
時
代
的
特
色
で
あ
り
、
當
時
の
世
相
及
び
時
代
思
想
を
反
映
す
る
も
の
と
云

へ
る
の
で
あ

る
。

方
丈
記
、
卆
家
物
語

口
　
本
　
宗

教

文

學

四
七



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　
　
ノ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
四
八

　
長
明
の
原
作

の
儘
で
は
あ
る
ま

い
が
當
期
中

の
前
期
の
作
に
は
相
違
な

い
と
思
は
れ
る
流
布
本
方
丈
記
は
、
宗
教
文
學
の
立
場
か
ら
は

注
意
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
動
機
が
宗
敏
文
學
を
書
く
に
あ

っ
た

の
で
は
な
く
自
叙
傳
的
な
文
學
を
書
く
に
あ
っ
た
も
の
と

思
は
れ
る

が
、
遁
世
者
の
生
活
思
想
を
書

い
た
も
の
で
あ
る
點
に
於
て
宗
教
文
學
と
云
へ
る
も

の
に
な

っ
て
み
る
の
で
あ
り

、
か
」
る
意
味
の
宗
教

文
學
と
し
て
優
秀
な
文
墨
作
品
と

云

へ
る
も
の
で
あ
る
。
か
丶
る
宗
教
的
な

隱
逅
生
活
文
學
は

前
後
に
そ
の
類
例
の
頗
る

乏
し
い
も
0

で
、
こ
の
點
に
於
て
國
文
學
中
特
殊
な
位
地
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
隱
遞
の
動
機
が
不
遇
に
對
す
る
不
平
と
無
常
觀
と
の
合
皚
に
あ
っ

て
、
冒
頭
先
づ
無
常
觀
か
ら
説
き
起
し
、
大
火
、
颱
風
、
遷
都
、
飢
饉
、
大
地
震
等
無
常
の
世
相
の
體
驗
を
記
し
、
無
常
を
具
體
的
に
示

し
て
み
る
が
、
而
か
も
人
聞
的
執
着
を
斷
ち
切
り
得
す
眞

の
解
脱
境
に
到
り
得
な
い
で
、
心
獪
全
く
澄
ま
す
と
云
ふ
に
筆

を
收
め
.
人
間

味
の
漂
う
て
み
る
所
に
、
却
っ
て
感
昧

の
深
い
文
學
作
品
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
が
肚
會
上

の
無
常
の
事
實
と
し
て
輻

原
の
遷
都
の
み
を
云
っ
て
當
時
の
戦
争
を
云
は
な
か
っ
た
所
に
、
吾
々
を
し
て
考

へ
さ
せ
る
問
題
を
殘
し
て
み
る
の
で
あ
る
Q

　

然
る
に
夲
家
物
語
は
、
無
常
力
説

の
文
學
で
あ
る
點
に
於
て
方
丈
記
と
相
對
せ
し
め
て
考

へ
る
べ
き
同
様

の
意
味
に
於
て
の
宗
教
文
學

と
去
へ
る
も
の
で
あ
る
。
平
家
は
軍
記
物
語
で
あ
る
か
ら
職
爭
を
題
材
と
し
て
み
る
こ
と
は
弐
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
併
し
叉
方
丈
記
に
見

る
も
の
と
同

一
の
天
變
地
異
な
る
自
然
界
の
無
常

の
事
實
を
も
傍
證
的
に
取
り
込
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
平
家
は
方
丈
記
と
等
し

く
無
常
觀
を
以
て
始
っ
て
み
る
が
、
方
丈
記
は
主
觀
的
な
叙
事
文
學
で
あ
り
夲
家
は
客
観
的
な
叙
事
文
學
で
あ
る
か
ら
、
述
作
の
態
度
が

自
然
異
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
c
方
丈
記
は
無
常
を
説

い
て
も
そ
れ
は
自
己
の
告
白
で
あ
り
、
平
家
は
無
常
を
世
人
に
向
っ
て
説
き
示
す

の
で
あ
っ
て
.
戰
爭
や
そ
の
傍
材
た
る
天
變
地
異
は
人
生
の
無
常
を
具
體
的
に
立
讃
せ
ん
が
爲
の
手
段
と
し
て

の
材
料
に
過
ぎ
ぬ

の
で
あ

る
。
そ
れ
故
方
丈
記
の
無
常
説
述
は
告
白
で
あ
り
平
家
の
無
常
説
述
は
論
法
で
あ
る
。
從
っ
て
平
家
に
は
随
所

に
浄
土
教
の
読
法
も
點
綴



さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
σ
斯
の
如
く
準
家
は

一
大
論
法
文
學
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
諡
法
的
態
度
は
前
に
述

べ
た
佛
教
傳
読

集
に
於
け
る
詮
法
的
態
度
と
相
通
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
源
平
盛
衰
記
は
亭
家

の

一
本
で
あ
る
か
ら
殊
更
に
は
述
べ
な
い
。

時
代
文
學
の
宗
教
物

　
既
た
緒
言
に
も
述
べ
た
樣
に
、
當
期
の
各
種
の
文
學
に
時
代
思
想
の
関
係
上
紳
佛
両
面
に
渉
っ
て
宗
敏
的
内
容
の
も
の
」
頗
る
多
い
こ

と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
宴
曲
に
も
頗
る
多
く
、
特
に
こ
れ
に
は
郢
律
講
も
起
っ
て
る
て
、
郢
律
講
惣
禮
の
如
き
作
も
出
來
て
る
る
。
謡

曲
や
狂
言
に
も
多
く
あ
っ
て
、
特
に
謡
曲
に
は
、
そ
の
構
想
に
於
て
幽
靈
が
そ
の
楔
子
を
な
す
も
の
が
多
く
、
人
物
に
於
て
諸
國

一
見
の

僣

の
現
は
れ
る
も
の
が
多
い
關
係
か
ら
で
も
、
宗
敏
的
内
容
の
も
の
蕊
多
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ら
う
。
而
か
も
斯
る
關
係
の
成
立
は
ま
さ

し
く
世
相
及
び
時
代
思
想
の
反
映
で
あ
る
。
狂
言
の
は
叉
庶
民
と
の
關
係
に
於
て
理
解
さ
れ
る
Q
唯
、
幸
若
舞
曲

は
、
純
史
劇
的
立
場

の

も
の
で
あ
る
丈
に
、
史
劇
と
し
て
宗
敏
的
な
も
の
が
多
少
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
然
る
に
閑
吟
集
の
現
實
的
歌
謡
に
於
て
さ

へ
宗
教
的
な
も
の

が
幾
ら
も
あ
り
特
に
同
集
に
は

「僧
侶
佳
句
を
吟
ず
る
廊
下
の
聲
」
も
牧
め
ら
れ
て
る
る
。
叉
大
黒
舞
の
歌
は
、
七
輻
神
の
成
立
と
同
じ

思
想
か
ら
生
れ
た
歌
謡
と
し
て
見
ら
れ
る
。
文
教
文
學
の
方
で
見
て
も
、
當
期
の
前
期
中

の
擬
古
物
語
の
如
き
も
宗
敏
的
傾
向
の
強
い
も

の
で
あ
る
が
、
中
で
も
苔

の
衣
、
石
清
水
物
語
、
松
浦
宮
物
語
の
如
き
は
宗
教
小
論
と
云
っ
て
も
よ
い
程
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
松
浦
宮

物
語
の
如
き
は
本
地
物
小
説

の
先
驅
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
同
後
期
の
所
謂
御
伽
草
子
と
呼
ば
れ
る

一
群

の
群
小
々
論

に
は
宗
教

的
内
容
の
も
の
が
少
な
く
は
な
く
、
特
に
本
地
物
、
縁
起
物
、
遁
世
物
な
ど
云
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
歴
史
物
語
や
随

筆
や
隨
輩
的
叢
話
樂
な
ど
の
中

に
宗
敏
的
な
文
箱
や
部
分

の
少
く
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
獪
最
後
に
漢
文
學
の
方
で
當
期
に
五

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
山不
一教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
九



　

　

　

　

●

孝

塞
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.献

λ
碑

款

多
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日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

.
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
〇

山
文
學

の
あ
る
こ
と
を

一
言
し
て
置
く
。
要
す
る
に
當
期
の
文
學
に
於
け
る
宗
教
思
想
の
投
影
の
濃
厚
な
こ
と
は
前
期
の
交
に
於
け
る
比

で
は
な
く
、
そ

の
中
以
上
の
如
き
宗
敏
的
内
容
の
も
の
を
見
得
る
如
き
状
態
な
の
で
あ
る
。

宗

教
　
文

献

　
上
來
見
來
つ
た
も
の
義
外
、
當
期
に
於
て
述
べ
た
樣
な
葱
味
の
宗
教
文
献
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
而
か
も

て
の
範
圍
が
寧
ろ
擴
張
さ
れ

て
居
り
、
叉
前
期
に
於
て
は
神
道
文
献
が
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
當
期
に
於
て
は
増
加
さ
れ
て
來
て
居
り
・
又
前
期
に
於
て
は
國
文

の
も
の
が
稀
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
當
期
に
於
て
は
遙
に
多
く
な
っ
て
来
て
ゐ

勾
の
で
あ
る
。
是
等
の
理
由
は
茲
に
特
更
に
説
明
す
る

ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
願
文
、
呪
願
文
、
諷
誦
文
、
表
白
、
講
式
は
當
期

に
於
て
も
あ
る
が
、
願
文
に
は
神
祇

に
對
す
る
も
の
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
叉
僣
傳
、靈
驗
記
、利
生
記
、縁
起
、法
語
、繪
詞
、圖
詞
が
あ
っ
て
、
霾
驗
記
、
縁
起
、
繪
詞
な
ど

に
は
神
祇
に
聞
す
る
も

の
も
あ
り
、
叉
受
戒
記
、
灌
頂
記
、
八
講

記
、
懺
法
記
、
修
法
記
、
影
供
記
、
堂
塔
供
養
記
、
勧
進
帳
、
終
焉
記
、
{葬
途
記
、
追
善
記
、

回
忌
記
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
あ
し
た
の
雲
や
宗
祗
終
焉
記
の
如
き
が
あ
る
と
共
に
、
神
道
方
面
の
も
の
に
は
託
宣
記
、
祭
祀
記
、

遷
宮
記
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
外
、
寺
瓧
記
、
寺
肚
行
幸
御
幸
記
、
そ
の
他
の
寺
耽
参
詣
記
、
回
國
記
や
、
三
密
往
来
、
夢
想
記
の
如
き
著

作
も
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
も

の
玉
中
純
文
學
的
價
値

の
あ
る
も
の
瓦
あ
る
こ
と
も
前
期
に
於
て
述
べ
た
と
同
様

で
あ
る
が
、
特
に
當
期

に
於
て
は
国
文
の
も
の
が
多
く
な
っ
た
關
係
上
、
国
文
と
し
て
價
値
あ
,る
も
の
丶
少
な
く
な
い
こ
と
も
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
中
、
繪

詞
や
圖
詞
に
注
目
す
べ
き
も
の
』
現
は
れ
て
來
た
こ
と
や
注
目
す
べ
き
参
詣
記
、
回
国
記
の
現
は
れ
て
来
た
こ
と
な
ど
も
注
意
す
べ
き
も

の
ム

一
つ
で
あ
る
が
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
國
文
の
法
語
に
純
文
學
と
し
て
優
れ
た
も

の
、
現
は
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
中
に
も
代
表
的
な
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も
の
は
日
蓮

の
遺
文
や
向
阿
の
三
部
假
名
抄
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
當
期
に
於
て
は
、
實
は
寧
ろ
純
文
學
と
し
て
取
扱
は
ね
ば
た
ら
ぬ
も
の

が
生
じ
て
み
る
の
で
あ
る
か
、
便
宜
こ
玉
に
述
べ
て
置
く
の
で
あ
る
。

　
獪
別
に
注
意
す

べ
き
も

の
に
.
国
文
の
源
氏
物
語
表
白
と
漢
文
の
源
筑
物
語
願
文
と
が
あ
る
。
い
つ
れ
も
源
氏
物
語
の
帖
名
を
織
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

ん
だ
純
交
學
的
作
品
で
、
源
氏
供
養

に
諷
誦
さ
れ
た
も

の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
又
貞
治
三
年
に
法
隆
寺
の
五
師
僧
重
懷

の
作
っ
た
法

隆
寺
縁
起
白
拍
子
詞
が
あ
る
。
當
寺

の
縁
起
七
箇
條
を
歌

っ
た
長
篇

の
も

の
で
、
縁
起
を
歌
曲
化
し
た
作
品
と
し

て
注
音
す

べ
き
も

の
で

あ
る
◎
是
等
も
實
は
純
文
學
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
。

近

世

　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
期
に
入
っ
て
は
、
所
謂
元
和
偃
武
と
共

に
世
が
泰
李
に
な
り
、
文
藝
復
興
、
古
學
復
興
の
気
運
が
醸
成
さ
れ
た
。
併
し
之
を
階
級

　
　
　
　
　
　
　

的
に
見
る
も
、
前
期
か
ら
の
勢
で
あ
っ
た
平
民
特
に
町
人
の
擡
頭
が
著
し
く
、
耽
會
的
に
は
町
人
中
心
の
瓧
會
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
戰

　
　
　
　
　
　
　

亂
の
世
で
あ
っ
て
こ
そ
、
武
力
に
權
威
が
あ
る
が
、
不
和
の
世
に
な
っ
て
は
經
濟
力
の
あ
る
所
に
權
威
の
移
動

す
る
の
が
當
然
で
、
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
期
に
入
っ
て
武
士
は
表
面
的
に
は
杜
會
の
上
暦
に
立
つ
も

の
丶
、
實
質
的
に
は
経
済
力
を
持
つ
町
人
が
瓧
會
の
實
勢
力
と
な
っ
た
の
は
當

　
　

捗

　
　
　
　
　
　
　
　
然
で
あ
る
。
斯
く
て
武
士
道
が
平
民
化
し
て
町
人
道
が
立
つ
に
も
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

紅
　
影

.彳

庭
藏
箏

葬
亨

診
　
幕
府

の
文
敏
奬
勵
の
結
果
、
漢
學
の
勃
興
と
共
に
儒
教
が
興
隆
し
た
。
併
し
そ
れ
は
有
識
者
や
武
士
な
ど
の
方
面
が
主
で
、

一
般
町
人

望

幾

巉

に
は
直
齲

係
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
有
馨

は
通
俗
道
警

を
書
い
た
が
、
こ
れ
空

殻
町
人
に
笑

し
た
羅

の
關
係
が
あ
っ

1
　
　
　
　
　
1
・　
　
　

冫
4
〃

彡

髪

猛

宗

　
　た
ら
う
と
は
思
は
れ
ま
い
。　
一
般
町
人
は
芝
居
や
浄
瑠
璃
や
そ
の
他
の
文
學
に
よ
っ
て
知
識
や
道
徳
を
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら

夢

招

払

　

　

　

　
日

本

宗

教

文

學

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

互



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
五
二

し
く
、
斯
く
て
間
接
に
儒
教
の
知
識
道
徳
や
武
士
道
を
知
り
、
こ
れ
が
彼
等
の
常
識
に
溶
解
さ
れ
て
義
理
を
重
ん
ず
る
通
俗
道
徳
と
し
て

の
町
人
道
が
立
つ
た
の
で
あ
る
。
而
か
も
町
人
は
金
力
階
級
で
あ
る
丈
金
力
を
重
ん
ず
る
を
共
に
現
實
享
楽

の
傾
向
が
強
く
、
現
實
享
楽

の
感
情
が
義
理
の
意
思
力
を
壓
服
し
よ
う
と
す
る
傾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
道
徳
は
勿
論

N
般
に
道
徳
力

の
強
い
も
の
で
は
な

か
っ
た

の
で
あ
る
。
當
時
の
文
學
に
心
中
物
や
現
實
享
楽
謳
歌
の
少
な
く
な
い
の
も
こ
の
故
で
あ
り
、
叉
読
経
、
祭
文
、
念
佛
、
和
讃
の

如
き
宗
教
上

の
も
の
が
、
當
期

に
入
っ
て
愈
工
或
は
薪
に
俗
化
墮
落
し
た
り
、
宗
教
を
翫
弄
し
た
作
物

の
見
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
彼
等

の
現
實
享
楽

の
気
分
が
然
ら
し
め
た
も
の
と
見
む
れ
る
の
で
あ
る
。

　
叉
儒
學
者
や
國
學
者
の
思
想
も

一
般
町
人
に
は
殆
ど
係
は
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
學
者
に
は
佛
教
に
對
す
る
反
動
的
思
想
が
あ

っ
て
祕
と
佛
と
が
分
離
し
て
考

へ
ら
れ
て
居
り
、
國
學
者
に
は
儒
佛
に
對
す
る
反
動
的
思
想
が
あ
っ
て
祕
と
濡
佛
と
が
分
離
し
て
考

へ
ら

れ
て
る
た
の
で
あ
る
が
、
斯
る
思
想
は

一
般
町
人
に
は
殆
ど
交
渉
の
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
出
世
間
的
思
想
と

一
て

一
般
町
人
を
支
配
し

て
み
た
も
の
は
依
然
と
し
て
佛
教
で
、
そ
れ
も
紳
佛
習
合
思
想
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
尤
も
禪
道
と
し
て
は
室
町
期
中
頃
以
来
の
唯

一
禪
道
や
闇
齋

の
始
め
た
垂
加
神
道
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
是
等
も

…
般
町
人
に
は
交
渉
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
。
唯
當
期
の
最
末
期
に
黒

住
教
そ
の
他
の
様

々
な
神
道
歡
が
起
っ
て
、
是
等
が
民
衆

の
信
仰

に
深
い
關
係
を
持
ち
は
し
た
が
、
併
し
是
等
は
文
學
と
は
係
は
り
の
な

い
も
の
で
あ
る
Q
斯
の
如
く

一
般
町
人
の
宗
教
思
想
は
紳
佛
習
合
を
含
む
佛
教
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
農
民

に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
も　
　
　
む
だ

筈
で
あ
る
。

一
九
の
方
言
修
行
金
草
鞋
に
よ
っ
て
も
是
が
端
的

に
知
ら
れ
る
の
で
、
同
書

に
は
西
國
巡
禮
、
坂
東
巡
禮
、
秩
父
巡
禮
、
身

延
、
善
光
寺
、
四
囲
遍
路
、
江
戸
八
十
八
箇
所
、
二
+
四
輩
、
小
溝
、
立
山
、
白
山
、
羽
黒
、
金
比
羅
等
の
巡
禮
や
参
詣
が
叙
述
さ
れ
て

る
る

の
で
あ
る
9



　
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
當
期
の
院
本
や
脚
本
や
各
種
の
小
説
類
は
町
人
を
樹
象
の
中
心
と
し
ん
も
の
で
あ
る
丈
に
、
上
述
の
や
う

な
町
人

の
宗
教
思
想
を

嘗
て
込
ん
だ
宗
教
文
學
が

少
な
く
な
く
、
そ
れ
等
を

一
々
擧
げ
る
こ
と
は

到
底
不
可
能
で
あ
る

程
多
い
の
で
あ

る
。
特
に
簡
明
を
要
す
る
本
稿
で
は
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
以
下
是
等
に
つ
い
て
述
べ
る
に
當
っ
て
も
極
め
て
概
略
に
止
め

て
置
く
よ
り
外
な
い
。

　
獪
以
上
の
外

に
、
有
識
者
や
紳
道
家
や
俳
家

の
手
に
な
っ
た
宗
教
文
學
の
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
、
そ

虧
等
に
は
自
己
の
信
念

の
表
現
や

教
義

の
宣
布
や
教
導
な
ど
の
爲
の
も

の
も
あ
り
、
叉
そ
の
對
象
も
町
人
の
み
に
限
っ
て
考

へ
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。

和
讃
、
鉢
叩
の
歌

　
和
讃
は
當
期
に
於
て
も
少
な
か
ら
ず
製
作
さ
幽
て
る
る
。
特
に
當
期
に
於
て
は
和
讃

の
題
材
が
民
衆
信
仰
を
對
象
と
し
て
大
に
擴
張
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
教
義
や
佛
菩
薩
や
高
僧
や
と
云
ふ
も
の
丈
で
は
な
し
に
、
俗
信
の
對
象
と
な
っ
て
み
る
や
う
な
諸
尊
や
諸
經
や
俗
信
上

の
事
項
や
と
云
ふ
や
う
に
和
讃
の
通
俗
化
民
衆
化
の
傾
向
が
頗
る
著
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
町
人
が
祗
會

の
中
心
と
な
っ
た
關
係
上
、

各
佛
教
が
大
に
民
衆
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
爲
で
あ
る
。

こ
ん
な
關
係
か
ら
、
不
立
文
字
の
禪
宗
に
も
坐
禪
和
讃
の
如
き
も
の
が
作
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と
ま
に

れ
、
神
道
に
於
て
も
五
七
調
の
太
占
和
讃
と
云
ふ
も
の
が
作
ら
れ
た
が
、
最
も
多
く
作
ら
れ
た
の
は
浄
土
宗
と
時
宗
と
で
あ
っ
た
。
尤
も

製
作
さ
れ
た
も

の
で
作
者
の
不
明
で
あ
る
も
の
も
少
な
く
な

い
。
獪
當
期
の
和
讃
に
於
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
讃
の
通
俗
化
が
甚
し
く

進
ん
で
當
期

の
歌
読
經
、
歌
祭
文
や
院
本
、
脚
本
と
同
じ
内
容
の
和
讃
が
少
か
ら
ず
出
來
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
苅
萱
道
心
和
讃
、
権
者

丸
和
讃
、

一
の
谷
組
打
和
讃
、
八
百
屋
お
七
和
讃
、
安
珍
清
姫
和
讃
、
阿
波
の
鳴
門
和
讃
と
い
ふ
類
の
も
の
で
あ
る
。
是
等
は
元
来
は
佛

　
　
　
　
　
　

日

本

宗
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學
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五
四

家
が
方
便
と
し
て
製
作
し
出
し
た
も

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
歌
論
經
、
歌
祭
文
、
歌
念
佛
な
ど
玉
同
じ
く
、
民
衆

の
享
楽
気

分

に
迎
合
し
て
宗
教
と
し
て
は
墮
落
の
方
向
を
取
る
に
至
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
と
思

ふ
。
獪
和
讃
の
通
俗
化
の

一
現
象
と

し
て
、
後

の
佛
歡
戯
歌
の
條
に
述
べ
る
や
う
な
通
俗
和
讃
の

一
類
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
扨
上
述
の

剛
々
の
和
讃
を
擧
げ
る
こ
と
は
姑
く
省
略
す
る

こ
と
に
す
る
。

　
空
也
念
佛
に
唱

へ
る
も
の
に
鉢
叩
の
歌
が
あ
る
。
塞
也
の
作
と
傳

へ
る
も

の
は
、
形
式
内
容
ど
ち
ら
か
ら
云

っ
て
も
和
讃
と
云
ひ
得
る

も

の
で
あ
る
が
、
鉢
叩
の
歌
と
稱
せ
ら
れ
來

っ
て
み
る
か
ら
、
別
に
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
を
空
也
上
人
と
傳

へ
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く

そ
ん
な
古
い
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
併
し
當
期
の
初
頭
に
は
存
在
し
た
徴
證
が
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
當
期
以

前
に
出
来
て
み
た
も

の
か

と
思
は
れ
る
が
、
時
代
の
決
定
が
出
来
に
く
い
の
と
當
期
に
專
ら
唱

へ
ら
れ
て
る
る
點
と
か
ら
、
こ
曳
に
序
で
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
弟

　
　

い
む
ん

子

の
惟
黙
坊
が
芭
蕉
の
句
を
唱
歌

に
直
し
て
風
羅
念
佛
と
籍
し

て
唱
へ
て
歩
い
た
な
ど
も
、
こ
の
鉢
叩
の
歌
か
ら
の
脱
化
模
倣
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
歌
読
經
、
歌
祭
文
、
歌
念
佛

佛
教

の
読
経
、
祭
文
、
念
佛
が
、
前
述
の
俗
化
和
讃
と
同
じ
樣
に
俗
化
堕
落
の
傾
向
を
取
っ
た
も
の
が
、
歌
論
經
、
歌
祭
文
、
歌
念
悌

で
あ
る
。
是
等
の
三
者
の
か
う
な
っ
た
の
は
、
多
少
の
遲
速
は
あ
っ
て
も
略
同
時
頃
と
考

へ
ら
れ
、
そ
し
て
共

の
あ
ら
は
に
な
っ
て
来
る

の
は
常
期
の
初
頭
か
ら
で
は
あ
る
が
、
か
Σ
る
傾
向
を
取
り
つ
製
あ
っ
た
の
は
當
期
以
前

か
と
考
へ
ら
れ
る
。
當
期
以
前
と
す
れ
ば
戰
國

の
雰
圍
氣
の
中
に
斯
る
傾
向
が
生
じ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
而
か
も
そ
の
時
代
は
町
人
を
中
心
と
す
る
民
衆
が
既

に
篷
顕
し
つ
丶
あ



●

つ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
し
て
頽
廢
的
氣
分
の
戰
國
就
愈
に
於
て
、
專
ら
民
衆

の
戦
国
的
頽
廢
気
分
に
迎
合
し
や
う
と
す
る
不
興
面
U
な
俗

僣
や
俗
山
伏
な
ど
の
間
に
斯
る
傾
向
が
生
じ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
如
何
に
も
あ
り
得

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
歌
念
佛
が
歌
読
經
や
歌

祭
文
と
同
様
の
謡
物
と
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
是
等
か
ら
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
當
期
に
入
っ
て
は
既
に
是
等
の
職
業

者
が
出
來
て
居
り
、
其
筈
が
釜
よ
町
人
の
享
樂
氣
分
に
迎
合
す
る
結
果
、
愈

主
事
樂
本
位

の
も
の
と
し
て
本
來

の
佛
歡
的
意
義
を
振
ひ
落

す
や
う
に
な
り
、
唯
そ
の

一
部
に
本
来

の
も

の
玉
名
淺
を
止
め
る
と
か
形
式
の
一
部
に
本
來

の
形
式
を
止
め
る
位

に
過
ぎ
な
く
て
、
大
體

と
し
て
は
愈

工
通
俗
化
し
て
…當
時

の
小
説
や
浄
瑠
璃
物
な
ど
丶
選

ぶ
な
き
如
き
も

の
と
な
り
行
い
た
の
で
あ
る
。
宗
教
者
や
宗
教
物
の
斯

る
俗
化
は
、
宗
教
と
し
て
は
確
か
に
墮
落
で
あ
る
が
、
藝
術
の
立
場
か
ら
は
親

し
い
藝
術
の
發
生
と
し
て
價
値
を
認
め
な
い
譯
に
行
か

ぬ
。
毋
雲
大
枇
の
巫
女
阿
國
に
よ
っ
て
歌
舞
伎
藝
術
の
創
始
さ
れ
た
な
ど
も
同
じ
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
の
反
抗
者
と
し
て

の
罪
が
藝
術

の
創
始
者
と
し
て
の
功
に
よ
っ
て
償
は
れ
る
も
の
と
も
云
へ
よ
う
。

　
歌
読
經
は
読
経
の
世
俗
當
込
に
そ
の
起
源
が
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
が
、
読
経
に
は
法
論

の
部
と
喩
論

の
部
と
分
け
て
考

へ
る
考

へ
方

が
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
か
う
分
け
て
考

へ
得
る
様
な
も

の
に
な
っ
て
み
た
と
考

へ
ら
れ
る
が
、
こ
の
喩
読
の
部
が
ど
ん
な
世
俗
的
な
事
實

で
も
取
り
込
み
得
る
の
で
、
小
説
的
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
叉
読
経
が
節

に
か
け
ら
れ
る
と
浄
瑠
璃
が
亙
り
に
も
な
り
得
る
の
で
・

こ
曳
に
本
来
世
俗
當
込
に
な
り
得
る
傾
が
あ
る
の
で
あ
る
。
説
経
を
節
に
か
け
る
こ
と
も
餘
程
早
く
か
ら
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
そ
し
て
謡

曲
の
自
然
居
士
で
見
る
と
、
読
経
に
さ
瓦
ら
が
用
ひ
ら
れ
て
る
る
の
で
、
論
經
が
世
俗
當
込
の
演
藝
的
な
も
の
に
な
る
傾
を
持
っ
て
る
た

こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
叉
こ
ん
な
關
係
か
ら
読
経
鱈
は
喩
説

に
用
ひ
る
べ
き
小
論
的
な
事
實
に
注
意
を
も
拂
ひ
多
く
の
材
料
を
持

っ
て
る
る
人
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
窒
町
期
の
文
學
に
は
、
時
代
思
想
の
關
係
で
佛
数
物
が
頗
る
多
く
な
っ
て
來
て
居
り
、
特

　
　
　
　
　
　

口
　
本

宗

敏

文

學
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五
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充
六

に
そ
の
小
論
に
は
法
談
物
と
も
云
ふ
べ
き
部
類
の
も
の
が
頗
る
多
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
是
等
の
小
論
に
は
文
筆
の
あ
る
説
経
僣
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
叉
論
經
僣

の
読
経
が
材
料
と
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら

う
、
斯
く
し
て
論
經
そ
の

も
の
」
持
つ
本
来

の
傾
向
か
ら
、
堕
落
僣
な
ど
が
小
説
的
な
佛
敏
の
因
縁
譚
を
節
が
製
り
で
面
白
く
語
っ
て
世
俗
當
込
を
專
ら
と
し
た
の

が
歌
論
經
の
根
元
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
斯
く
て
斯
る
読
經
者
が
僭
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
斯
る
読
經
を
な
す
職
業
者
と
い
ふ
如
き
も
の

冫
、な
り
、
そ
の
読
経
も
読
経
と
い
ふ
よ
砂
は

一
極
の
語
り
物
と
い
ふ
べ
き
も

の
に
な

っ
て
行
っ
て
、
そ
の
語
ら
れ
る
砺
も
屋
外

の
人
寄
り

場
と
い
ふ
樣
な
所
で
あ
っ
た
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
歌
論
經
と
稱
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
稱
呼
は
始

め
か
ら
か
う
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
ら
し
く
、
読
経
或
は
読
経
節

と
呼
ば
れ
て
み
た
ら
し
い
。
扨
そ
の
語
り
物
は
始
め
は
読
経
か
ら
の
織

綾
と
し
て
移
動
性
の
あ
る
目
頭
の
も

り
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
技
藝
と
し
て
固
定
し
勢
力
を
得
る
に
從
っ
て
成
文

と
も
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

文
祿
慶
長

の
頃
浄
瑠
璃
で
語
ら
れ
た
阿
彌
陀
胸
部
や
牛
王
姫
な
ど
は
、
或
は
本
来
歌
論
經
の
方
の
語
り
物

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
す
、
そ
れ

が
浄
瑠
璃
で
も
語
ら
れ
た
點
か
ら
考

へ
る
と
早
く
成
文
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
叉
い
つ
の
頃
か
ら
か
三
味
線
を
取
り
込
み
操
に
も

懸
け
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
そ
の
職
業
者
も
全
く
俗
人
と
な
っ
て
行
っ
た
。
兎

に
角
當
期
に
入
っ
て
は
、
そ
の
初
頭
か
ら
次

々
正
本
が
出

で
、
愈

≧
發
達
し
て
み
る
が
、
そ
れ
と
共
に
語
り
物
も
佛
読
は
交

へ
な
が
ら
も
釜
ヒ
世
俗
的
小
説
的
乃
も
の
と
な
っ
て
行
く
。
望
の
語
9

物

の
中
で
五
読
経
と
云
っ
て
尊
ば
れ
た

の
は
、
愛
誰
若
、
山
椒
太
夫
、
苅
萱
、
信
田
妻
、
梅
若
で
あ
っ
た
。
斯
く
て

一
方
の
浄
瑠
璃
が
こ

れ
よ
り
も
優
秀
な
も
の
と
し
て
發
達
し
だ
爲
に
、
段

々
之
に
壓
倒
さ
れ
て
衰
頽
の
運
命
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
歌
祭
文
、
歌
念
佛

と

の
三
種

の
中
で
は
、
こ
れ
が
最
も
進
歩
し
π
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
歌
祭
文
は
山
伏
に
そ
の
起
源

の
あ
る
こ
と
は
疑
な
く
、
そ
の
祭
文
は
山
伏

の
驫
す
る
密
教
で
用
ひ
ら
れ
る
祭
文
に
系
統
の
求
め
ら
る
べ



き
も
の
で
あ
ら
う
。
帥
ち
山
伏

の
不
貫
面
目
な
渡
世
に
窮
し
た
と
云
ふ
樣
な
手
合
が
、
聞
き
覺
え
讀
み
習
っ
た
祭
文
や
そ
れ
に
鹽
梅
を
施

し
た
も
の
や
或
は
そ
れ
等
に
よ
っ
て
新
案

し
た
と
い
ふ
様
な
も
の
を
、
持
合
せ
の
錫
杖

に
合
せ
て
、
人
の
門
口
に
立
っ
て
唱
へ
な
が
ら
喜

捨
を
乞
ふ
と
か
、
或
は
人
寄
り
の
場
所
で
唱

へ
て
喜
捨
を
集
め
る
と
か
し
た
の
が
そ
の
起
源
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。
斯

く
て
そ
の
摸

倣
者
が
生
じ
、
山
伏

に
は
限
ら
ぬ
樣

に
も
な
り
、
段

々
職
業
化
す
る
と
共
に
、
そ
の
唱

へ
物
も
語
り
物
化
し
て
歌
祭
文
と
呼
ば
る
べ
き
も

の
と
な
り
、
そ
れ
と
共

に
そ
の
内
容
も
段

々
佛
敷
を
離
れ
て
世
俗
的
小
説
的
の
も
の
と
な

っ
て
行
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
作
物
は
冨
期
に

入
っ
て
か
ら
の
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
佛
教
内
容
の
も
の
は
甚
だ
稀
で
大
部
分
は
頗
る
世
俗
的
な
軟
か
な
も
の
で
あ
り
、
も
う

三
味
線
に
も
合
せ
ら
れ
て
居
り
、
又
次

女
芝
居
や
淨
瑠
璃
や
小
説
を
模
倣
し
た
作
が
出
來
て
る
る
と
云
ふ
有
様

で
あ
る
。
そ

の
中
有
名
で

あ
っ
た
の
は
、
八
百
屋
お
七
と
お
染
久
松
と
の
二
曲
で
、
海
音
の
淨
瑠
.璃
に
も
八
百
屋
お
七
歌
祭
文

の
作
が
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ね

　
歌
念
佛
は
、
七
十

「
番
歌
合
に
見
え
る
や
う
な
鉢
叩
の
系
統
で
は
な
く
て
、
三
十
二
番
職
人
歌
合

に
出
て
み
る
様
な
鉦
た
臨
き
の
系
貌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
れ

で
あ
ら
う
。
帥
ち
時
宗

の
遊
行
僭

の
末
流

の
墮
落
僣
か
ら
起
っ
て
る
る
ら
し
く
、
こ
の
歌
合

に
見

え
る
鉦
叩
も
最
早
職
業
化
し
て
み
る
も

の
ら
し
い
。
犬
筑
波

の

「念
佛
申
し
雨
に
濡
れ
け
り
。
頼
み
た
る
南
無
あ
み
笠
は
破
れ

つ
エ
」
と
い
ふ
附
合
は
、
歌
念
佛
職
業
の
鉦
叩
を

意
味
す
る
か
ど
う
か
遽
に
断
じ
難

い
と
し
て
も
、
慶
長
頃
か
ら
の
作
を
集
め
た
鷹
筑
波
(寛
永
十
五
年
成
)
の

「
小
歌
節
に
も
申
す
念
悌
。

尺
八
の
短
を
よ
を
ぱ
打
捨
て
瓦
」
と
い
ふ
附
合
は
、
確
か
に
歌
念
佛
職
業
法
師
の
存
在
を
意
味
す
る
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
斯
る
磯
菜
法

師
は
歌
念
佛
に
鉦
を
合
せ
て
門
流
し
を
し
て
喜
捨
を
乞
ふ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
斯
く
て
愈
職
業
的
に
な
っ
て
行
っ
た
ら
し
い
が
、
そ

れ
で
も
僧
形
を
守
り
法
師
ら
し
い
名
を
附
け
て
み
る
。
叉
愈
職
業
的
に
な
る
と
、
念
佛
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
の
で
、
之
に
相
並
ぶ

一
方

の
歌
論
經
や
歌
祭
文
に
見
倣

っ
て
、
そ
れ
等
に
用
ひ
る
や
う
な
詞
章
を
自
分

の
方

に
も
製
作
す
る
や
う
に
な
り
、
且
そ
の
前
か
ら
か
こ
の

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大
講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
八

時
分
か
ら
か
人
寄
り
の
場
所
で
謠

ふ
樣

に
も
な
っ
た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
三
絃
曲
と
な
ら
な
か
っ
た
皇
大
な

び
け
目
が
あ
る
上
、
種
々

の
原
因

に
も
よ
っ
て
、
三
者
の
申
で
は
最
も
振
は
な
か
っ
た
も
の
ら
し
く
、
從
っ
て
詞
章
の
完
全
な
も
の
は

一
つ
も
箆
っ
て
み
な
い
と
云

ふ
有
様
で
、
近
松

の
五
十
年
忌
歌
念
佛
の
あ
る
如
き
が
こ
の
も
の
に
取
っ
て
最
も
名
譽
な
記
念
物
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

神
祗

釋
敏

和
歌

　
附
、
俳
諧
と
宗
教

　
棘
祗
や
釋
教
の
和
歌

の
引
續
い
て
る
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
文
藝
復
興
、
學
問
興
隆
等
の
關
係
で
和
歌
方
面
も
隆
盛
の
気
運

に
向
い
た
こ
と
は
勿
論
、
佛
歡
各
宗

の
興
隆
や
國
學
勃
興
等
の
爲
、
宗
教
和
歌
の
纏

っ
た
作
物
な
ど
も
前
期
に
比
し
て
遙
に
多
い
の
で
あ

る
。
経
書

の
語
句
を
題
に
し
て
詠
ん
泥
北
村
季
文
の
經
語
百
首
の
如
き
も
の
が
出
來
て
る
る
の
も
當
期
獨
特
の
も
の
か
と
思
ふ
が
、
道
歌

と
云
ふ
言
葉
が
用
ひ
ら
れ
出
し
て
佛
歡
歌

の
方
に
も
道
徳
歌

の
方
に
も
使
は
れ
て
る
る
な
ど
も
當
時
代
を
能
く
反
映
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
纏
っ
た
も
の
に
就

い
て
云
っ
て
見
る
と
、
,禪
の
方
で
は
澤
庵

の
山
姥
五
十
首
、
東
嶺
の
道
歌
二
十

一
首
、
亘
海

の
碧
巖
百
葛
藤
な
ど
が

あ
り
、
天
台

の
方
で
は
胤
海
が
慈
眼
大
師
の
三
十
三
回
忌
に
人
々
か
ら
経
文
和
歌
三
十
首
を
募
っ
た
慈
眼
大
師

追
善
和
歌
が
あ
り
、
浄
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
ち

の
方
で
は
無
能
の
翻
心
詠
歌
(弟
子
撰
)が
あ
り
、
眞
宗
の
方
で
は
蓮
阿
の
法
の
策
、
超
然

の
正
信
掲
句
題
和
歌

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
外
當

期
以
前
の
高
僧
の
詠
歌

の
當
期
に
於
て
撰
輯
さ
れ
た
も
の
や
當
期
の
高
祀
の
歌
集
な
ど
は
幾
ら
も
あ
る
が
、
そ
れ
等
は
茲
に

一
々
擧
げ
る

の
煩
を
避
け
る
。
以
上
云
ひ
來

つ
た
も

の
玉
中
の
主
な
る
も
の
は
、
国
文
東
方
佛
教
叢
書
歌
頭
部

の
中

に
收
め
ら
れ
て
る
る
か
ら
.
同
書

に
就

い
て
見
ら
れ
る
の
便
宜
が
あ
る
。
以
上
の
外
或
種
類

の
佛
歉
和
歌
を
撰
解
し
た
も
の
、
い
ろ
く

出
來
て
る
る
の
も
當
期
に
見
ら
れ

る

一
現
象
で
、
こ
れ
等
の
も
の
に
は
、
淨
惠
が
中
古
七
十
餘
部
の
諸
家
集
か
ら
繹
歡
題

の
和
歌
を
撰
集
し
た
釋
歡
題
材
和
歌
集
、
實
海
が



世
々
の
撰
集
中
か
ら
法
華

二
十
八
晶
の
義
を
詠
じ
た
和
歌
を
撮
出
し
て
抄
釋
を
も
施

し
π
法
華
譯
和
集
、
先
啓
が

世
々
の
撰
集
家
塩
傳
記

等
か
ら
眞
宗
の
宗
義
に
合
す
る
和
歌
を
撰
集
し
た
淨
土
眞
宗
玉
林
和
歌
集
、
無
梁
居
士
が
檀
林
皇
后
以
下
近
古

の
禅
家
五
十
人
の
詠

一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ち

宛
を
集
め
て
同
宗
後
睾
の
鞭
策
と
し
た
遒
歌
心
の
策
、
聖
徳
太
子
以
下
世
々
の
歌
人
の
四
天
王
寺
寺
に
関
す
る
和
歌
を
集
め
た
…選
者
不
詳

の
浪
速
大
寺
古
歌
百
首
、
撰
集
家
集
物
語
等
か
ら
論
法
に
引
用
す
べ
き
佛
歡
和
歌
を
撰
集
し
た
當
期
初
葉

の
編
か
と
思
は
れ
る
撰
者
不
詳

の
論
法
用
歌
集
等
が
あ
る
。
そ
し
て
前
來
述
べ
來
つ
た
も
の
を
通
じ
て
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
期
の
も
の
は
個
人
的
な
意
味
の
も
の
で

あ
っ
た
に
謝

し
て
、
對
他
的
、
教
訓
的
、
通
俗
的
な
意
味
の
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
當
期
の
時
代
色
や
民
衆
階
級
と
の
關
係
が
こ
瓦

に
見
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
神
祇
醐
係
の
も
の
で
は
、
國
學
者
方
面
の
も
の
に
、
宣
長
の
玉
鉾
百
首
、
角
田
忠
行

の
祕
代
物
語
百
首
、
長
歌
で
詠
ま
れ
て
み
る
重
胤

し
ん
だ
い
た
ま
　
み
す
ま
る
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
げ
の
ぶ

の
淋
代
瓊

の
御
統
な
ど
が
あ
り
、
國
學
者
と
云
へ
ぬ
人
で
は
鶴
峯
戊
申

の
本
教
略
述
歌
及
び
長
歌
の
本
藪
諳
誦
歌
が
あ
る
。
是
等
は
單
な

る
祚
祗
歌
で
は
な
く
、
國
學
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
も
の
で
、
國
家
思
想
な
ど
も
交

へ
て
は
居
る
が
紳
祗
關
係
の
歌
と
は
云
へ
る
も
の
で
、

叉
當
時
獨
特
の
も
の
と
云

へ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
神
道
家

の
方
面
に
纒
つ
た
も
の
が
あ
り
さ
う
に
思
ふ
が
、
私
の
調
査
は
ま
だ
そ
こ

ま
で
届
い
て
み
な
い
。
.

　
法
楽
、
奉
納
、
追
善
、
所
濤
は
、
當
期
の
連
歌

に
於
て
も
見
ら
れ
る
が
、
前
期
末
に
連
歌
か
ら
獨
立
し
た
俳

諧
に
於
て
も
、
依
然
見
ら

れ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
叉
連
歌

に
起
つ
た
夢
想
開
の
如
き
も
、
引
續
き
當
期
の
俳
諧
に
於
て
も
永
く
見
ら
れ
る
。
か
当
る
迷
信

的
事
項
の
當
期
に
於
て
も
繼
續
す
る
の
は
何

の
不
思
議
も
あ
る
ま
い
。
前
期
に
於
け
る
守
武

の
獨
吟
千
句
は
大
神
宮
の
法
楽
と
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

ら
し
い
が
、
當
期
に
入
っ
て
西
鶴
の
住
吉
神
前
に
於
け
る
二
萬
三
千
五
百
句

の
如
き
も
法
楽
で
あ
る
。
叉
芭
蕉

の
如
き
も
貝
お
ほ
ひ
を
故

　
　
　
　
　
　

日
　
本
　
宗

教

文

學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
九



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
六
〇

郷
の
八
幡
宮

へ
奉
納
し
て
み
る
。
俳
諧
や
發
句
を
紳
瓧
に
奉
納
す
る
こ
と
が
如
何
に
行
は
れ
た
か
は
、
今
日
で
も
神
社
の
拜
殿
や
繪
馬
堂

に
俳
諧
や
發
句
を
書
き
連
ね
た
額
を
御
き
ま
り
の
樣
に
見
掛
け
る
の
で
も
想
像
が
着
か
う
、
叉
當
期

に
入
っ
て
追
善

の
俳
諧
に
脇
起
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
て

い
ふ
こ
と
が
起
っ
て
る
る
。
追
善
す
べ
き
故
人

の
句
を
立
句
(第

一
句
)
と
し
て
脇
句
か
ら
附
け
起
す
の
で
あ
る
。
(尤
も
こ
れ
は
追
善
以
外

に
於
て
も
試
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
)。
個
々
の
俳
人
の
作
に
於
て
宗
教
關
係

の
も
の
を
求
め
れ
ば
幾
ら
も
あ
り
、
特
に
俳
諧
の
季
題

そ
の
も
の
が
宗
教

の

一
部
門
を
立
て
得
る
程
少
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
獪
吏
宗
教
關
係

の
作
が
多
く
出
来
て
み
る
譯
で
あ
る
。
爻
宗
国

の
釋
敏
百
韻
と
か

一
茶
の
六
道
の
發
句
と
か
云
ふ
類

の
纏
っ
た
も
の
も
頭
数
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

佛

教

戯

歌

　
前
に
述
べ
た
歌
読
經
、
歌
祭
文
、
歌
念
佛
ば
か
り
で
な
く
、
是
等
と
同
じ
経
路
を
持
つ
同
様
の
種
類
め
も
の
が
獪
他
に
も
あ
っ
た
樣
で

あ
る
。
辻
談
義
の
如
き
も
そ
の

一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
ぐ
、
信
長
記
に
信
長
の
怒
聲
を
形
容
し
て
、「
さ
も
辻
談
義

坊
主
の
倚
子
に
上

り
て
い

か
め
」
顏
に
設
決
し
、
誚
二他
法
一衝
二曹
法
一に
も
獪
超
た
り
け
り
」
と
云
っ
て
み
る
所
か
ら
見
る
と
、
辻
談
義
は
こ
ん
な
起
原
の
も
の
で

あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
が
職
業
化
し
て
俗
人
の
渡
世
業
と
な
り
、
露
の
五
郎
兵
衞
の
辻
噺
と
云
ふ
や
う
に
な
っ
て
行
っ
た
も

の
ら
し
い
。
本

朝
交
鑑
に
舉
げ
て
る
る
五
郎
兵
衞
の
噺
詞
を
見
る
と
、「
つ
ら
ノ
丶
阿
彌
陀
經
を
考
ふ
る
に
」
で
始
つ
た
彌
陀

の
本
願
を
滑
稽
的
に
述
べ
立

て
た
雛
智
縦
横

の
面
白
い
も
の
に
な
っ
て
、み
る
の
で
も
、
そ

の
歴
史
が
う
な
つ
か
れ
る
様
で
あ
る
。
然
る
に
獪
是
等
と
同
じ
経
路
を
持
つ

も

の
か
と
思
は
れ
る
も

の
に
、
ち
ま
ぼ
く
れ
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
も
の
臨
機
生
や
時
代
の
見
當
は
ま
だ
私
に
は
立
ち
に
く
い
が
、

僧
形
で
木
魚
を
あ
し
ら
ひ
と
し
て
る
る
點
か
ら
考

へ
て
も
、
い
つ
れ
前
述
の
も
け
ど
も
と
同
じ
發
生
経
路
を
持
つ
も

の
に
は
相
違
な
か
ら



う
し
、
そ
し
て
遅
く
も
當
期
の
始
め
頃
に
は
職
業
化
さ
れ
て
み
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。

　
然
る
に

回
方
に
於
て
、
當
期
の
高
僧
が
こ
の
種
の
民
衆
向

の
俗
な
も
の
を
利
用
し
て
、
佛
教
或
は
世
教

の
教
導
と
な
る
べ
き
謡
歌
を
作

っ
て
、
民
衆
勧
化
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
事
實
が
起
っ
て
る
る
の
で
あ
る
。
か
」
る
事
實
が
當
期
に
於
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
如
何
に

も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
盤
珪
禅
師

の
作
と
傳

へ
る
。

　
　
　
嬉
し
め
で
た
や
老
い
せ
ぬ
君
に
、
め
ぐ
り
逢
う
た
よ
我

一
人
、
生
れ
来
り
し
古

へ
問

へ
ば
、
何
も
思
は
ぬ
我
が
心
。

と
云
ふ
歌
は
、
播
州
人
の
雨
乞
踊
の
唱
歌
だ
と

云
ふ
が
、
若
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
禪
師
が
勧
化
を
目
的
と
し
た
も

の
だ
と
云

く

る
。
叉
天
柱
禪
師
の
渡
世
船
歌
と
か
船
歌
和
讃
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
和
讃
の
如
く
七
五
調
の
も
の
で
.
渡
海
に
比
喩
し
て
愁
情
を
退

け
て
信
心
の
強
か
る
べ
き
こ
と
を
教

へ
た
も
の
で
、
通
俗
和
讃
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
種
類
の
も
の
に
絲
繰
和
讃
と

云
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
作
者
不
詳

の
中
將
姫
絲
繰
和
讃
、弘
法
大
師
絲
繰
和
讃
な
ど
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
い
つ

れ
も
絲
繰
に
比
喩
し
て
、前

者
は
他
力
敏
後
者
は
密
教
の
信
仰
を
述
べ
て
浄
土
往
生
を
喜
ん
だ
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
又
白
隱
禅
師

の
施
行
却
讃
は
、
是
等
の
系
統

に

立

つ
や
は
り
七
五
調
の
通
俗
和
讃
で
、
因
果
の
道
理
に
よ
っ
て
施
行
の
功
徳
を
説
い
て
そ
の
實
行
を
勧
め
た
可
な
り
長
篇
の
も
の
で
あ
る

が
、
同
じ
禅
師
の
作
で
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
通
俗
な
七
五
調

の
御
代
の
腹
鼓
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
内
容
は
過
去

の
戰
亂
の
世
の
有
樣
を

述
べ
て
當
代
の
太
平
と
比
べ
た
り
し
て
御
代
の
太
李
を
謳
歌
し
な
が
ら
、
分
に
安
ん
じ
て
贅
澤
を
慣
し
む
べ
き
こ
と
を
教

へ
た
全
く
世
教

風
の
も
の
で
、
末
段
な
ど
は
随
分
滑
稽
に
出
来
て
み
る
。
こ
曳
ま
で
來
る
と
、
も
は
や
和
讃

の
圏
内
を
出
た
も
の
と

云
は
ね
ば
な
る
ま

い
。
然
る
に
同
じ
く
通
俗
和
讃
と
見
ら
る
べ
き
も
の
に
、
韶
澄

の
作
の
骸
骨
酒
宴
と
云
ふ
可
な
り
面
白
い
も
の
が
あ
⇔
。
「生
れ
さ
ん
し
た

主
じ
ゃ
も
の
」
と
云
っ
た
調
子
の
女
言
葉
で
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
世
の
浮
気
を
た
し
な
ん
で
在
所
に
御
座
る
彌
陀
さ
ん
に
頼
ん
で
故
郷

　
　
　
　
　
　

日
　
　本
　
　心尓　
い教
　
丈
　
一學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　

日

本

宗

教

大

講

座

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
六
二

の
極
樂

の
爺
様
の
許

へ
歸
っ
て
添
ひ
ま
せ
う
と
云
っ
た
内
容
の
も
の
で
、
永
世
の
快
楽
を
通
俗

に
巧
に
教
導
し
た
興
味
豐
か
な
も
の
で
あ

る
Q

　

然
る
に
斯
る
通
俗
化
導
の
方
面
に
様

々
の
作
を
遺
し
た
こ
の
方
面
の
大
家
で
あ
る
白
隱
に
、
別
に
二
種
の
粉

引
歌

が
あ
っ
て
、
そ
れ
は

短
篇

の
お
多
鵬
女
郎
粉
引
歌
と
中
々
の
長
篇
の
主
心
お
婆
粉
引
歌
と
で
あ
る
。
二
篇
共
に
前
述
の
盤
珪
禪
師

の
踊
歌
と
同
じ
く
所
謂
都
々

逸
調
で
行
っ
た
も
の
で
、
前
者
は
内
容
は
通
俗
で
寓
意
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
都

々
逸
調
で
は
あ
る
が
、
七
七
と
七
五
と
の
配
列

を
必
ず
し
も
嚴
格
に
は
守
ら
す

に
行
き
、
内
容
は
主
心
を
お
婆
と
し
て
主
心
の
世
道
及
び
殫
機

に
於
け
る
関
係
意
義
を
縷
説
し
た
頗
る
禪

的
な
も
の
で
あ
る
..
そ
れ
で
前
者
は
單
な
る
勧
化
の
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
ら

う
が
、
後
者
は
禪
僭
及
び
禪
の
信
奉
者
に
對
す
る
警
告
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
叉
前
者
は
粉
引
歌
と
し
て
歌
は
れ
も
し
た
ら
う
が
、
後
者
は
果
し
て
歌
は
れ
た
か
は
疑
は
し

い
。

　
獪
白
隱
は
大
道
ち
ょ
ぼ
く
れ
と
云
ふ
ち
ょ
ぼ
く
れ
を
も
作

っ
て
み
る
。
人
生

の
無
常
を
論

い
て
人
道
を
守
る
べ
き
事
と
干
生
に
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
ぼ
ぐ
れ

の
心
の
悟
り
と
を
教

へ
た
も
の
で
あ
る
。
叉
法
道
和
尚
も
樗
鋳
口
迚
を
作
っ
て
み
て
、
こ
れ
は
浄
土
宗

の
人
だ
け
に
、
人
道
を
守
る
べ
き

こ
と
を
説
く
と
共
に
極
悪
人
を
も
救
済

さ
れ
る
彌
陀
の
本
願
を
信
ず
べ
き
こ
と
を
説
い
て
み
る
。
作
は
白
隱
の
作
に
比
し
て
は
文
學
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　ほ

て
頗

る
見
劣
り

の
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
通
俗
勸
化
文
學
と
し
て

一
顧
を
拂
は
な
い
譯
に
行
か
ぬ
。

一
體
ち
ょ
ぼ
く
匙
は
阿
呆
陀
羅
經
と

も

云
っ
て
、
そ

の
讀
み
物
も
佛
敏
に
關
係
を
持
っ
て
る
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
ぼ
く
れ
自
體
滑
稽
な
佛
歡
文
學
と
云
へ
る
の
で

あ
る
。
以
上
述
べ
來
つ
た
も

の
曳
過
牛
は
、
国
文
東
方
佛
敏
叢
書
文
藝
部
に
收
め
ら
れ
て
る
る
。

時
代
文
學
の
宗
敏
物



　
常
期
の
文
學
に
宗
教
物

の
多
い
こ
と
は
既
に
緒
言
に

一
言
し
た
通
り
で
、
到
底
擧
げ
蠱
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
程
多

い
の
で
あ
る
。

院
本
や
脚
本
や
各
種
の
小
論
な
ど
は
そ
の
鞨
象
者
の
信
仰
や
迷
信
を
當

て
込
み
、
そ
の
對
象
者
の
中
心
を
な
す
町
人
は
紳
佛
習
合
の
思
想

を
含
む
佛
歡
思
想
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
是
等
三
種
の
も
の
に
宗
教
物

の
多
い
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
斯

の
如
く
到
底
こ
瓦
に
述

べ
蠱
し
難
い
の
で
も
あ
り
、
叉
私
も
そ
の
全
部
を
目
を
通
し
て
み
る
譯
で
も
な
い
か
ら
、
今
は
文
學
の
各
種
に
つ

い
て
大
體
の
模
様
を
極

め
て
簡
約
に
述
べ
て
置
く
に
止
め
よ
う
と
思
ふ
。

　
先
づ
始
め
に
小
論
類
か
ら
見
て
行
く
と
、
假
名
草
子
に
宗
教
物

の
多
い
こ
と
は
周
知
さ
れ
て
る
る
事
實
で
あ
る
。
是
等
は
室
町
期
の
小

論
の
法
談
物
の
系
統
を
直
に
引
く
の
で
あ
る
か
ら
、
か
う
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
次

の
淨
榔
草
子
や
八
文
字
屋

本
に
な
る
と
、
今
日
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

義
、
享
楽
主
義
の
傾
向
を
取
っ
た
爲
に
、
特
に
宗
教
物
と
云
ひ
得
る
も
の
は
頗
る
乏
し
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
然
る
に
讀
本
に
至
る
と
、

歴
史
的
な
傾
を
取
っ
て
實
録
物
や
支
那
小
論
な
ど
丶
も
合
饑
し
た
關
係
も
あ
っ
て
、
宗
教
物
が
少
か
ら
ず
見
ら
れ
て
來
る
。
秋
成
の
雨
月

物
語
や
京
傳
の
本
朝
醉
菩
提
の
如
き
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
目
に
つ
く
の
は
釋
迦
や
我
が
國

の
高
僧
知
識
を
題
材
と
す

る
も
の
玉
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
體
實
録
伽
に
こ
の
種
の
も

の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
通
を
主
と
す
る
洒
落
本
に
は
流
石
に

宗
教
物
と
云
ひ
得
る
も
の
は
乏
し
い
が
、
そ
れ
で
も
塞
海

の
三
教
指
歸
を
も
ち
っ
た
樋
桝

三
教
色
の
や
う
な
徒
ら
な
も
の
が
出
来
て
み
た

り
す
る
。
滑
稽
本
に
は
滑
稽
で
行
っ
た
宗
教
物
が
幾
ら
か
出
來
て
る
る
が
、
こ
れ
は
生
眞
面
目
な
も
の
を
却
っ
て
滑
稽
化
す
る
意
味
で
自

然
か
う
云
ふ
も

の
も
出
來
て
來
る
譯
で
あ
る
。
人
情
本
に
は
流
石
に
な
い
や
う
な
氣
が
す
る
。
扨
立
ち
歸

っ
て
江
戸
發
生
の
草
雙
紙
を
見

る
と
、
赤
本
以
來
黒
本
、
青
本
、
黄
表
紙
、合
蝶
物
に
至
る
ま
で
凡
て
を
通
じ
て
宗
敏
物
の
な
い
も
の
は
な
い
。

そ
し
て
そ
の
中
黄
表
紙
、

合
残
物

に
多
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
叉
後
の
も
の
程
文
學
と
し
て
の
價
値
の
増
し
て
来
る
こ
と
も
云
ふ
ま

で
も
な
い
o
前
に
云
つ

　
　
　
　
　
　

囘
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交
　
學
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日

本

宗

教

大

講

座
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

た

一
九
の
方
言
修
行
金
草
鞋
も
合
巻
で
あ
る
が
、
馬
琴
の
金
比
羅
船
利
生
纔
や
種
彦
の
奇
妙
頂
禮
地
蔵
道
行
や
應
賀

の
釋
迦
八
相
倭
文
庫

な
ど
も
合
巻
で
あ
る
。

　
淨
瑠
鋳
は
そ
の
起
原
か
ら
が
宗
教
的
な
起
原
を
持
つ
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
語
り
物
も
當
期
以
前
か
ら
當
期

へ
か
け
て
の
も
の
に

勿
論
宗
教
物
が
あ
り
、
十
二
段
草
子
に
し
て
も
浄
瑠
璃
姫
は
藥
師
の
申
子
で
あ
る
。
當
期

へ
入
っ
て
か
ら
の
女

太
夫

に
も
六
字
南
無
右
衞

門
と
云
ふ
者
が
あ
る
程
で
あ
る
。
從
っ
て
古
浄
瑠
璃
に
も
宗
敏
物
が
少
か
ら
ず
あ
っ
て
、
そ
の
中

の
金
雫
物
に
於
て
も
同
樣
で
あ
る
。
特

に
是
等
の
古
浄
瑠
璃
に
本
地
物
が
少
な
く
な
い
と
云
ふ
黜
か
ら
で
も

一
般
が
知
ら
れ
よ
う
。
然
る
に
浄
瑠
璃
節

に
は
當
期
に
於
て
種

々
な

流
派

の
派
生
が
あ
り
、
叉
後
に
は
種
々
な
歌
浄
瑠
璃

の
流
派
が
次

々
派
生
し
て
行
っ
て
み
る
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
か
ら
、
是
等
全
體
の
も

の
に
渉
っ
て

一
々
述
べ
る
こ
と
は
到
底
許
さ
れ
な
い
が
、
之
を

一
括
し
て
云
へ
ば
、
早
い
發
生
の
流
派
の
も
の
程
宗
敏
物
が
比
較
的
多
く

遅

い
發
生

の
流
派
の
も
の
程
そ
れ
が
比
較
的
少
な
い
と
云
へ
る
樣
で
あ
る
。
そ
の
中
主
流
を
な
し
た
義
太
夫
節

に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ

は
そ
の
院
本

の
新
作
が
文
政
頃
に
殆
ど
絶
え
た
が
、
近
松
以
來
文
政
頃
に
至
る
ま
で
の
院
本
に
宗
敏
物
の
少
な
く
な

い
こ
と
は
云
ふ
ま
で

も
な
い
。
時
代
世
話
両
者
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
時
代
物

の
方
に
宗
敏
物
が
多
い
。
今
は
唯

こ
れ
丈
に
止
め
る
。

　

脚
本
の
方
も
・
歌
舞
伎
の
起
原
が
既
に
出
雲
大
肚

の
巫
女

の
阿
國
の
念
佛
踊
に
あ
る
と
云
ふ
様
な
血
筋
を
引

い
て
み
る
。
阿
國
の
今
様

狂
言
に
既
に
新
發
知
太
鼓
が
あ
る
。
若
衆
歌
舞
伎
に
な
っ
て
も
氏
榊
詣
が
あ
る
と
云
ふ
風
で
あ
る
。
こ
ん
な
系
統
を
61
い
て
野
郎
歌
舞
伎

と
な
っ
て
發
畏
し
て
來
、
淨
瑠
璃
操
と
互
に
影
響
し
合
っ
て
來
た
歌
舞
伎

の
脚
本
に
宗
敷
物
の
少
な
く
な
い
こ
と
は
云
は
す
と
も
の
こ
と

で
あ
る
。
歌
舞
伎
脚
本
の
専
門
作
者
の
始
め
と
し
て
も
記
憶
さ
る
べ
き
近
松
の
脚
本
に
恵
宗
敏
物
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
後
當
期
を
通
じ

て
各
脚
本
作
者

の
作
に
宗
敷
物
が
常
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
靈
驗
記
や
利
生
記
の
類
も
あ
る
。
叉
い
う
ん
汝
浄
瑠
璃
節
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'払

の
歌
舞
伎
に
於
け
る
合
攤

の
中

の

凶
事
實
と
し
て
、
各
種

の
浄
瑠
璃

に
於
け
る
淺

間
物
が
歌
舞
伎
の
振
事
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
て
る
る
と
嚢

ふ
事
實
も
見
ら
れ
る
、
唯
淨
瑠
璃
に
つ
い
て
も
云
っ
た
樣
に
、
時
代
が
降

る
程
宗
敏
物
が
段
々
減
少
し
て
來
て
る
る
と
云
ふ
こ
と
が
云
へ

る
や
う
で
あ
る
。

　
以
上
略
述
し
た
三
種
の
文
學
以
前
、
如
何
な
る
文
學
に
於
て
も
景
教
物

の
見
出
さ
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
笑
話
や
落
語
で
も
歌
謡
で
も

狂
歌
、
狂
詩
、
狂
文
で
も
、
雑
俳
や
川
柳
で
も
、
い
つ
れ
も
さ
う
で
あ
る
。
特
に
前
期
か
ら
の
系
統
を
持
っ
て
る
る
歌
謡
や
狂
歌
や
當
期

の
始
め
か
ら
見
ら
れ
る
笑
話
落
語
の
如
き
に
於
て
は

一
層
さ
う
で
あ
る
、
今

一
々
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
餘
裕
が
な

い
か
ら
・
こ
れ
丈
の

概
論
に
止
め
て
置
く
。宗

教

文

献

　
前
期
か
ら
の
引
續
き
と
し
て
、
中
古
以
來
述
べ
來
つ
た
意
味
の
宗
教
文
献
を
こ
曳
に
附
設
し
て
置
か
う
。

　
當
期
に
於
て
も
佛
敏
酬
通
南
面
に
於
け
る
文
献
の
見
ら
れ
る
こ
と
に
攣
り
は
な
い
が
、
唯
宗
教
が
民
衆
化
の
傾
向
を
取
っ
た
事
と
宗
歌

風
俗
上
の
攣
化
な
ど
の
爲
多
少
の
移
動
代
謝
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
佛
敏
方
面

の
も
の
に
は
、
僣
傳
、
靈
驗
記
・
利
生
記
・
縁
起
・
法

語
、
繪
詞
、
圖
詞
、
随
筆
、
寺
記
、
佛
會
記
、
勧
進
帳
、
終
焉
記
、
巡
禮
記
、
参
詣
記
、
道
中
記
、
案
内
記

の
如
き
が
あ
り
・
師
道
方
面

の
も
の
に
は
、
紳
靈
記
、
帥
異
記
、
祭
祀
記
、
遷
宮
記
、
瓧
記
、
勧
進
帳
、
参
詣
記
、
道
中
記
製
案
内
記
の
如
き
が
あ
る
。
そ
し
て
是
等

の
も
の
を
通
じ
て
漢
文

の
も
の
よ
り
も
国
文
の
も
の
が
遙

に
多
く
な
っ
た
の
は
、
時
代
か
ら
云
っ
て
當
然
で
、
前

期
ま
で
述
べ
來

つ
た
佛

會
所
用
の
願
文
、
呪
願
文
等
の
類
の
漢
文
物
は
、
之
を
栽
作
す
る
こ
と
は
も
う
廢
れ
て
來

π
ら
し
い
。
獪
前
期
に
於
て
は
武
士
向

の
宗
教
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家
で
漢
詩
漢
文
の
操
縦
者
で
あ
っ
た
禪
僭
の
法
語
が
国
文

で
現
は
れ
て
る
る
の
も
注
意
す
べ
き
事
實
で
あ
る
。

　
扱
斯

の
如
く
國
文
の
も
の
が
遙
に
多
く
な
る
と
共
に
、
そ
れ
に
純
文
學
的
價
値
の
あ
る
も
の
も
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
僧

侶

の
手
に
な
る
巡
禮
、
参
詣
、
道
中
等
の
國
文

の
紀
行
の
少
な
く
な
い
事
と
そ
の
文
學
的
價
値
の
高
い
も
の
玉
少
な
く
な
い
事
と
は
注
意

す
べ
き

一
つ
で
、
實
は
是
等
の
紀
行
や
法
語
の
或
物
な
ど
は
純
文
學
と
し
て
取
扱
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
こ
れ
は
前
期
以
來
生
じ
て
み

た
事
實
で
そ
の
膨
脹
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
當
期
に
於
け
る
新
事
實
か
と
思
は
れ
る
の
は
、
各
種
の
靈
場
案
内
記
の
生
じ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
巡
拜
風
俗
の
謹
撰
及
び
そ
れ
に
件

ふ
各
種

の
靈
場

の
新
走
に
基
因
す
る
も
の
で
、

こ
瓦
に
宗
教
の
民
衆
的
傾

向
と
宗
教
風
俗
の
推
移
と
が
考

へ
ら
れ
よ
う
。
叉
終
焉
記
は
前
期
以
來
見
ら
れ
る
も

の
で
、
そ
の
中
に
は
宗
祗
終
焉
記
の
如
き
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
當
期
に
於
て
は
終
焉
記
を
書
く
こ
と
が

回
暦
多
く
、
特
に
俳
人
肚
曾
に
於
て
は

一
の
慣
例
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
是

等
の
終
焉
記
も
純
交
學
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

結

論

　
以
上
我
が
國

の
近
世
に
至
る
ま
で
の
宗
教
文
學
に
つ
い
て
頗
る
概
括
的
な
叙
述
を
試
み
た
が
、
現
代
に
於
て
は
、
思
想
上
に
大
變
動
が

行
は
れ
た
關
係
上
、
文
學
方
面
に
於
て
も
從
來
に
見
な

い
親
し
い
方
面
が
生
じ
て
み
た
り
し
て
、
之
を
叙
述
す
る
こ
と
は
簡
單
に
は
行
き

勲
ね
る
し
、
も
は
や
頁
數
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
現
代
は
省
略
す
る
外
な

い
。

　
上
代
か
ら
近
世
に
至
る
宗
敏
文
學
の
流
れ
を
回
顧
す
る
と
、
上
代
に
於
て
は
段

々
階
級

の
分
裂
を
生
じ
て
來
、
そ
の
宋
に
近
づ
く
程
貴

族
中
心
と
な
ら
う
と
し
、
そ
の
頃
ま
で
に
出
來
上
っ
た
宗
教
文
學
も
、

一
般
文
學
と
し
て
も
同
様
で
あ

る
樣
に
貴
族
的
な
傾
を
持
っ
て
る



惹
が
、
貴
険
中
"
の
中
古
か
ら
武
士
中
心
の
近
古

へ
・
そ
れ
か
ら
民
衆

中
心
の
近
世
へ
と
移
る
に
從
っ
て
・
宗
教
文
學
も
局
樣
な
傾
向
を

取
っ
て
み
る
。
叉
之
を
神
道
及
び
佛
教

の
方
面
か
ら
見
る
と
、
上
代
に
於
て
は
流
石
に
神
道
文
學
が
優
勢
で
あ
る
が
、
中
古
に
於
て
は
、

・

佛
教
文
學
が
優
勢
に
な
り
、
純

胛
道
文
學
は
こ
玉
に
時
期
を
劃
す
る
や
う
に
な
っ
て
、
棘
佛
習
合
思
想
の
も
の

へ
と
轉
向
す
る
や
う
に
な

り
來
っ
て
み
る
。
次
の
近
古
に
入
っ
て
は
、
佛
歡
文
學
の
旺
盛
は
前
後
に
比
な
く
、
思
想
的
に
は
紳
佛
が
全
く
融
合
を
遂
げ
ら
れ
、
そ

の

結
果
宗
教
文
學
に
於
て
も
特
殊
な
産
物
さ
へ
も
見
ら
れ
て
る
る
。
近
世
に
於
て
も
佛
敏
文
學
の
勢
力
は
偉
大
で
、
紳
佛
融
合
の
思
想
も
前

期
と
攣
り
が
な
い
。
當
時

一
面
に
純
神
道
思
想
が
起
っ
て
は
み
た
が
、
そ
れ
は

一
般
思
想
に
は
係
は
り
の
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
併
し
こ

の
思
想
は
有
識
者
の
聞
に
起
つ
た
の
と
国
家
思
想
と
合

一
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
爲
、
國
家
思
想
の
覺
醒
を
馴
致
し
、
そ
の
方
面
に
於

て
途
に
大
な
る
効
果
を
擧
げ
た
。
以
上
の
如
く
見
て
來
る
と
、
近
世
に
至
る
ま
で
の
我
が
國
の
宗
敏
文
學
は
、
佛
教
に
負
ふ
所
が
頗
る
多

い
。
佛
歡
が
我
が
國
民
思
想
に
同
化
し
た
こ
と
は
、
国
家
的
に
も
文
學
的
に
も
感
謝
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

一
體
或
思
想
の
同

化
は
、
時
代
の
關
係
と
國
民
内
心
の
要
求
と
に
よ
る
筈
で
、
宗
敏
思
想
に
於
て
も
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
吾
々
は
過
去
の
時
代
思
想

に
於
け
る
宗
教
思
想
の
同
化
の
爲
豐
富
な
宗
教
文
學
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
に
於
て
も
現
代

の
思
想

に
同
化
し
つ
蕊
あ
る
宗
教

思
想

の
爲
特
殊
な
宗
教
文
學

の
開
展
を
見
つ
玉
あ
る
。
將
來

に
於
て
も
恐
ら
く
同
様
で
あ
ら
う
。
(了
)

日
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宗

教

文
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