
携
」
一
九
八
七
年
八
月
）
　
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
Ⅱ
）
関
氏
前
掲
論
文

（
掌
藤
井
貞
和
「
落
窪
物
語
－
継
母
哀
し
ぎ
ー
」
（
「
国
文
撃
」
一
九
八
六
年
一
一

月）

へ
1
3
）
近
江
君
は
自
分
で
も
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
と
思
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
の

で
、
一
概
に
虐
待
と
は
言
え
な
か
ろ
う
し
、
蟻
蛤
宮
君
も
継
母
の
使
用
人
に
な

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
少
し
つ
つ
基
本
線
か
ら
外
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ

『
源
氏
物
語
』
の
類
型
離
れ
で
あ
ろ
う
。
関
氏
前
掲
論
文
に
も
内
外
の
継
子
虐

め
評
で
、
継
子
は
女
中
と
し
て
働
か
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
望
　
「
平
安
朝
に
お
け
る
継
母
子
物
語
の
系
譜
－
古
『
住
吉
』
か
ら
『
具
合
』
ま

で
－
」
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
平
安
物
語
Ⅲ
』
所
収
）

（
拳
吉
海
直
人
「
住
吉
物
語
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
へ
而
立
篇
）
』

一
九
八
三
年
）

（
望
吉
海
直
人
「
未
満
花
巻
の
再
検
討
」
（
「
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
」

一
九
九
二
年
一
二
月
）

（
1
7
）
高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
の
成
立
」
（
『
高
崎
正
秀
著
作
集
』
巻
六
）
　
室
伏
信

助
「
末
摘
花
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
五
六
年
六
月
）
　
林
田
孝

和
「
末
摘
花
の
「
笑
い
」
の
形
成
」
（
「
国
辱
院
雑
誌
」
一
九
六
八
年
二
一
月
・

一
九
六
九
年
一
月
）
　
同
「
源
氏
物
語
の
醜
女
」
（
「
日
本
文
学
論
究
」
一
九
八

三
年
五
月
）
　
三
苫
浩
輔
「
末
摘
花
の
古
風
固
守
と
そ
の
脱
皮
」
（
「
園
撃
院
雑

誌
」
一
九
八
四
年
二
一
月
）

（
い
の
う
え
・
ち
づ
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

伴

利

　

　

昭

螢
巻
に
お
い
て
展
開
せ
ら
れ
た
物
語
論
は
、
初
め
て
の
物
語
論
と
し
て
そ

の
内
容
に
お
い
て
も
分
量
に
お
い
て
も
際
だ
っ
た
存
在
で
、
早
く
か
ら
注
目

せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
物
語
論
の
核
心
は
「
虚
を
も
っ
て
実
を
表
す
」
　
と
い

う
点
に
あ
る
が
、
古
代
物
語
文
学
生
成
期
に
こ
の
よ
う
な
鋭
い
観
点
を
持
ち

得
た
紫
式
部
の
力
量
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
源
氏
物
語
と
い
う
大
部
で
優
れ
た

物
語
の
創
作
を
成
し
得
た
作
者
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
物
語
に
対
す
る
深
い

洞
察
に
達
し
得
た
こ
と
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
り
、
作
者
の
手
柄
に
帰
す

べ
き
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
虚
を
も
っ
て
実
を
表

す
」
と
い
う
命
題
は
、
今
日
に
も
通
じ
る
物
語
論
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ

は
単
に
作
者
ひ
と
り
の
思
考
の
産
物
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
に
影
響
を
与
え
た

問
題
は
な
い
の
か
。
わ
た
く
し
は
勧
学
会
の
問
題
が
こ
の
物
語
論
の
中
に
投

影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

改
め
て
螢
巻
の
物
語
論
を
整
理
し
な
が
ら
、
勧
学
会
と
の
関
わ
り
を
考
え

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

て
み
よ
う
と
思
う
。

一
一

螢
巻
は
日
本
古
典
全
書
の
本
文
に
拠
れ
ば
、
全
部
で
二
一
の
小
節
か
ら
な

る
が
、
こ
の
う
ち
の
二
二
か
ら
一
八
に
わ
た
っ
て
物
語
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
螢
巻
の
物
語
論
が
こ
れ
で
あ
る
が
、
順
を
追
っ
て
問
題
点
を
拾
い

あ
げ
て
み
る
。

一
三
　
（
五
月
雨
の
頃
絵
物
語
も
て
は
や
さ
る
）
　
で
は
、
「
御
方
々
絵
物
語

な
ど
の
す
さ
び
に
て
、
明
し
暮
し
給
ふ
。
」
　
と
物
語
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
述
べ
て
、
こ
れ
ら
物
語
が
「
さ
ま
ざ
ま
に
め
づ
ら
か
な
る
人
の
上

な
ど
を
、
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
、
言
ひ
集
め
た
る
中
に
も
、
わ
が
有

様
の
や
う
な
る
は
な
か
り
け
り
と
見
給
ふ
。
」
　
と
あ
っ
て
、
物
語
の
登
場
人

物
が
実
在
の
人
物
に
ひ
き
合
わ
せ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
玉
蔓
は
「
か

の
藍
が
ゆ
ゆ
し
さ
を
思
し
准
へ
給
ふ
。
」
　
と
物
語
を
現
実
祝
し
な
が
ら
享
受

し
て
い
る
。
こ
の
虚
構
で
あ
る
物
語
を
現
実
の
も
の
と
し
て
読
ん
で
い
く
と

一

一



い
う
問
題
は
、
別
の
機
会
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
物
語
を

「
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
点
の
み
を

指
摘
し
て
お
く
。
物
語
に
対
し
て
、
「
ま
こ
と
」
「
い
つ
は
り
」
と
い
う
視
点

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
四
　
（
源
氏
玉
髪
の
も
と
に
て
物
語
論
を
展
開
）
　
で
は
、

源
「
あ
な
む
つ
か
し
。
女
こ
そ
物
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と

生
ま
れ
た
る
も
の
な
れ
。
こ
こ
ら
の
中
に
ま
こ
と
は
い
と
少
か
ら
む
を
、

か
つ
知
る
知
る
、
か
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
ひ
て
、

署
か
は
し
き
五
月
雨
の
、
髪
の
乱
る
る
も
知
ら
で
、
書
き
給
ふ
よ
」
と
て
、

笑
ひ
給
ふ
も
の
か
ら
、

と
源
氏
は
物
語
に
熱
中
す
る
女
た
ち
を
か
ら
か
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、

「
こ
こ
ら
の
中
に
ま
こ
と
は
い
と
少
か
ら
む
を
」
　
と
物
語
を
「
ま
こ
と
少
し
」

と
い
う
語
で
お
さ
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
欺
」
く
と
い
う
語
も
あ
る
。

か
か
る
世
の
故
事
な
ら
で
は
、
げ
に
何
を
か
紛
る
る
こ
と
な
き
つ
れ
づ

れ
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
。
さ
て
も
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も

あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、
つ
き
づ
き
し
く
続
け
た
る
、
は
た
、
は
か
な

し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら
に
心
動
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
君
の

物
思
へ
る
見
る
に
、
か
た
心
つ
く
か
し
。
ま
た
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か

な
と
見
る
見
る
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
と
り
な
し
け
る
が
目
お
と
ろ
き
て
、

静
か
に
ま
た
聞
く
度
ぞ
に
く
け
れ
ど
、
ふ
と
を
か
し
ぎ
節
、
あ
ら
は
な
る

な
ど
も
あ
る
べ
し
。
こ
の
頃
幼
さ
人
の
、
女
房
な
ど
に
時
々
読
ま
す
る
を

た
ち
聞
け
ば
、
物
よ
く
い
ふ
も
の
の
世
に
あ
べ
き
か
な
。
虚
言
を
よ
く
し

な
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
す
ら
む
と
覚
ゆ
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
ゃ

一
二

こ
こ
で
も
、
物
語
を
「
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
」
　
と
い
い
、
物
語
作
者
を

「
虚
言
を
よ
く
し
な
れ
た
る
口
つ
き
」
と
し
て
、
「
い
つ
は
り
」
「
虚
言
」
　
の

語
で
と
ら
え
る
。
そ
う
し
て
こ
の
「
い
つ
は
り
」
　
が
「
げ
に
さ
も
あ
ら
む
」

と
実
を
写
し
得
た
と
き
に
は
、
「
心
動
」
　
か
す
こ
と
と
な
る
。
虚
を
「
い
と

あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
　
の
語
で
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
と
り
な
し
方
で

「
を
か
し
き
節
」
を
表
し
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
物
語
を
虚
、
即
ち
「
虚
構
」

と
と
ら
え
、
そ
の
虚
を
も
っ
て
「
真
実
」
　
を
写
す
と
い
う
、
基
本
的
で
本
質

的
な
物
語
の
性
質
を
論
じ
た
見
事
な
見
解
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

神
代
よ
り
世
に
あ
る
こ
と
を
、
記
し
撞
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど

は
、
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
委
し
き
こ
と
は

あ
ら
め

と
物
語
を
称
揚
す
る
。
物
語
は
虚
で
は
あ
る
が
、
神
代
よ
り
の
人
間
の
真
実

を
描
い
て
い
る
と
い
い
、
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
記
す
史
書
の
「
日
本
紀
」

は
、
人
間
の
真
実
の
片
端
し
か
写
し
得
て
い
な
い
。
虚
を
も
っ
て
描
く
物
語

の
中
に
こ
そ
人
間
の
真
実
の
大
事
が
描
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
堂
々
た

る
物
語
称
揚
の
論
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

一
五
（
物
語
に
お
け
る
虚
実
論
の
意
味
）
　
で
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
。

よ
き
も
あ
し
ぎ
も
、
世
に
経
る
人
の
有
様
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く

に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
は
し
き
節
々
を
、

心
に
籠
め
難
く
て
、
言
ひ
置
き
は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と

て
は
、
よ
き
事
の
限
え
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、
ま
た
あ
し
ぎ

さ
ま
の
め
づ
ら
し
さ
こ
と
を
取
り
集
め
た
る
、
皆
方
々
に
つ
け
た
る
、
こ

の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。

虚
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
物
語
の
実
際
に
よ
り
ひ
き
寄
せ
て
「
そ
の
人

の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
」
と
い
う
形
で

表
現
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
い
ろ
ん
な
方
面
に
極
端
化
さ
れ
誇
撮
化
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の

限
え
り
出
で
」
　
と
い
い
、
「
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
さ
こ
と
を
取
り

集
め
」
る
と
い
う
形
で
述
べ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
虚
構
に
つ
い
て
の
実
際
的

な
物
語
で
の
表
れ
方
に
ひ
き
寄
せ
て
述
べ
て
い
る
と
把
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
は
皆
、
「
こ
の
世
の
外
の
等
な
ら
ず
か
し
」
　
と
こ
の

世
の
実
相
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
虚
構
の
中
に
こ
の
世
の
真
実
を
表
す

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
続
い
て
い
う
。

深
さ
こ
と
浅
さ
こ
と
の
け
ち
め
こ
そ
あ
ら
め
、
ひ
た
ぶ
る
に
虚
言
と
言

ひ
は
て
む
も
、
こ
と
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
げ
ろ
。
仏
の
、
い
と
う
る
ほ

し
さ
心
に
て
説
き
置
き
給
へ
る
御
法
も
、
方
便
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
さ

と
り
な
き
も
の
は
、
こ
こ
か
し
こ
違
ふ
疑
を
置
き
つ
べ
く
な
む
。
方
等
経

の
中
に
多
か
れ
と
、
言
ひ
も
て
行
け
は
、
ひ
と
つ
旨
に
あ
り
て
、
菩
提
と

煩
悩
と
の
へ
だ
た
り
な
む
、
こ
の
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り

け
る
。
よ
く
い
へ
ば
、
す
べ
て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
や

結
論
と
し
て
、
物
語
の
出
来
に
深
浅
の
差
は
あ
っ
て
も
虚
言
と
決
め
つ
け
る

の
は
ま
ち
か
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
虚
と
実
と
の
関
係
は
、
仏
の
正

し
さ
教
え
と
方
便
と
し
て
の
教
え
と
の
関
係
で
も
あ
り
、
結
局
は
「
ひ
と
つ

旨
」
　
に
通
じ
る
と
い
う
。
「
煩
悩
」
　
は
こ
れ
を
超
え
て
「
菩
提
」
　
に
至
る
と

い
う
形
で
、
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
煩
悩
即
菩
提
と
い
う

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

一
面
を
有
し
て
い
る
。
虚
と
実
を
煩
悩
と
菩
提
、
あ
し
ぎ
と
よ
き
と
い
う
い

ろ
ん
な
形
で
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
両
者
は
い
ず
れ
も
「
ひ

と
つ
旨
」
　
に
帰
着
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
を
必
要
に
照
ら
し
て
要
す
れ
ば
、
①
物
語
は
虚
構
で
あ
る
。
②
虚
構

で
も
っ
て
人
間
の
実
相
を
写
し
て
い
る
。
③
虚
が
実
で
あ
る
と
い
う
の
は
仏

の
教
え
の
方
便
と
同
じ
で
あ
る
。
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
②
は
物
語
の

虚
構
性
と
真
実
と
を
論
じ
た
優
れ
た
物
語
論
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
は
何
の

問
題
も
特
に
は
感
じ
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
③
に
お
い
て
仏
教
が
持
ち
出
さ

れ
、
物
語
と
仏
の
教
え
が
同
じ
土
俵
に
上
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
が

生
活
に
根
づ
い
て
い
た
時
代
の
こ
と
と
て
、
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
ば
い

え
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
物
語
論
と
仏
教
と
い
う
こ
と
で
目
に
つ
く
現
象
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
般
的
な
時
代
背
景
と
し
て
の
宗
教
事
情
の
反

映
な
の
か
、
よ
り
特
殊
な
事
情
の
反
映
な
の
か
、
も
う
少
し
追
求
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
。

な
お
、
一
六
（
源
氏
、
物
語
に
こ
と
よ
せ
て
玉
賓
に
訴
ふ
）
、
一
七
（
紫

上
、
狛
野
物
語
絵
巻
を
見
て
昔
を
想
ふ
）
、
一
八
　
（
源
氏
、
教
育
資
料
と
し

て
の
小
説
を
論
ず
）
　
は
、
虚
実
の
論
と
離
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で

お
く
。

三

村
上
の
御
代
康
保
の
初
の
年
大
学
の
北
の
堂
の
学
生
の
中
に
心
き
し
を

お
な
じ
く
し
、
ま
じ
ら
ひ
を
む
す
べ
る
人
あ
ひ
か
た
ら
ひ
て
云
「
人
の
世

に
あ
る
事
ひ
ま
を
す
ぐ
る
駒
の
ご
と
し
。
我
等
た
と
ひ
窓
の
中
に
雪
を
ば

二
二



環
と
も
、
且
は
門
の
外
に
煙
を
遁
む
。
願
は
僧
と
契
を
む
す
び
て
寺
に
ま

う
で
会
を
行
は
む
。
く
れ
の
春
、
す
ゑ
の
秋
の
聖
を
そ
の
日
に
定
て
、
経

を
講
じ
、
仏
を
念
す
る
事
を
其
勤
と
せ
む
。
こ
の
世
後
の
世
に
な
が
さ
友

と
し
て
法
の
道
、
文
の
道
を
た
が
ひ
に
あ
ひ
す
1
め
な
ら
は
む
。
」
と
云

て
始
行
へ
る
事
を
勧
学
会
と
名
づ
く
る
な
り
。
　
　
注
（
2
）

右
は
、
勧
学
会
に
つ
い
て
述
べ
た
三
宝
絵
』
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
大
学

の
学
生
と
比
叡
山
の
僧
と
が
三
月
と
九
月
の
十
五
日
に
相
会
し
て
、
文
学

（
詩
）
と
仏
教
の
結
び
つ
き
を
目
ざ
し
た
会
で
あ
る
。
学
生
は
白
楽
天
の
詩

句
を
話
し
、
僧
は
法
華
経
の
促
を
話
す
。
経
を
講
じ
て
念
仏
し
、
法
華
経
の

経
文
を
詩
に
賦
し
て
い
る
。
僧
俗
各
二
十
名
ず
つ
が
会
し
た
と
い
う
。
仏
教

と
文
学
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
最
も
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

十
四
日
の
夕
に
僧
は
山
よ
り
お
り
て
ふ
も
と
に
あ
つ
ま
り
、
俗
は
月
に

棄
て
寺
に
ゆ
く
。
道
の
間
に
声
を
固
く
し
て
居
易
の
つ
く
れ
る
「
百
千
万

劫
の
菩
提
の
種
、
八
十
三
年
の
功
徳
の
林
」
と
い
ふ
侭
を
話
し
て
あ
ゆ
み

ゆ
く
に
、
や
う
や
く
寺
に
き
ぬ
る
ほ
ど
に
、
僧
又
声
を
同
じ
く
し
て
法
花

経
の
中
の
「
志
求
仏
道
者
無
量
千
万
億
威
以
恭
敬
心
皆
来
室
仏
所
」
と
云

偽
を
話
し
て
ま
ち
む
か
ふ
。
十
五
日
の
朝
に
は
法
花
経
を
講
じ
、
夕
に
は

弥
陀
仏
を
念
じ
て
、
そ
の
1
ち
に
は
暁
に
い
た
る
ま
で
詩
を
作
て
仏
を
は

め
、
法
を
は
め
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
詩
は
寺
に
お
く
。
又
居
易
の
み
づ

か
ら
つ
く
れ
る
詩
を
あ
つ
め
て
、
香
山
寺
に
を
さ
め
し
時
に
「
願
は
こ
の

生
の
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
あ
や
ま
り
を
も
て
か
へ
し
て
当
来
世
々

讃
仏
乗
の
困
、
転
法
輪
の
縁
と
せ
む
。
」
と
い
へ
る
願
の
偲
話
し
、
又

「
此
身
何
足
レ
愛
、
万
劫
煩
悩
の
根
、
此
身
何
足
レ
厭
、
一
環
虚
空
の
壁

一
四

と
い
へ
る
詩
な
ど
を
諦
す
る
。
僧
も
互
に
法
花
経
の
「
開
法
歓
喜
讃
乃
至

発
二
言
即
為
巳
供
養
三
世
一
切
仏
」
と
い
ふ
偲
又
龍
樹
菩
薩
の
十
二
礼
拝

の
偽
等
を
話
し
て
夜
を
あ
か
す
。

僧
が
法
華
経
の
偶
を
唱
え
る
の
に
対
し
、
俗
の
学
生
は
白
楽
天
の
詩
句
を
も

っ
て
対
し
て
い
る
。
そ
の
詩
句
の
内
容
は
仏
教
に
対
す
る
白
楽
天
の
信
仰
心

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
「
願
は
こ
の
生
の
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言

綺
語
の
あ
や
ま
り
を
も
て
か
へ
し
て
当
来
世
々
讃
仏
乗
の
因
、
転
法
輪
の
縁

と
せ
む
。
」
と
い
う
句
は
勧
学
会
成
立
の
根
本
に
最
も
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。

白
楽
天
は
仏
教
に
も
深
く
帰
依
し
た
が
、
仏
教
で
は
、
自
ら
の
業
と
す
る
文

字
の
業
（
文
学
）
が
、
仏
の
道
に
入
る
妨
げ
を
な
す
「
狂
言
綺
語
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
仏
の
教
え
を
真
と
す
る
な
ら
ば
、
文
学
は
虚
言
（
狂
言
）
で

あ
り
、
言
葉
を
飾
っ
た
「
綺
語
」
で
あ
っ
て
、
仏
の
道
を
惑
わ
す
罪
の
根
で

も
あ
る
。
文
学
は
罪
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
詩
人
白
楽
天
の
心
に
重
く
の

し
か
か
っ
た
よ
う
で
、
仏
教
と
文
学
と
の
結
縁
を
求
め
て
、
自
ら
の
詩
を
七

十
巻
の
書
に
ま
と
め
て
香
山
寺
に
奉
納
し
た
。
こ
の
時
の
「
香
山
寺
白
氏
洛

中
集
記
」
の
一
節
が
先
の
「
願
は
云
々
」
の
句
で
あ
る
。
狂
言
綺
語
の
文
学

が
仏
教
と
も
相
反
す
る
存
在
で
な
い
こ
と
を
願
っ
て
仏
教
と
の
結
線
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
比
叡
坂
本
勧
学
会
の
記
事
に
よ
れ
は
、
僧
俗
相
会
し
て
仏
事

を
営
み
、
僧
は
法
華
経
を
、
学
生
は
白
楽
天
を
諭
し
、
経
文
を
題
と
す
る
漢

詩
を
作
る
と
い
う
具
体
的
な
形
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勧
学
会
と
狂
言
綺

語
の
問
題
は
、
中
川
徳
之
助
氏
の
「
勧
学
会
－
狂
言
綺
語
観
の
展
開
㈲
⊥

に
く
わ
し
い
。

仏
の
教
え
を
真
の
理
、
実
と
す
る
な
ら
ば
、
文
学
は
虚
言
（
狂
言
、
妄
語
）

で
あ
り
、
人
の
心
を
惑
わ
し
て
仏
の
道
に
入
る
妨
げ
を
な
す
と
い
う
文
学
観

は
仏
教
者
流
の
偏
っ
た
観
点
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
真
剣

に
対
時
し
、
仏
教
と
文
学
と
の
結
び
つ
き
と
調
和
を
追
求
し
願
っ
た
の
が
白

楽
天
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
お
い
て
最
も
愛
せ
ら
れ
た
中
国
詩
人
は
白
楽

天
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
が
、
た
と
え
ば
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
二
二
八
の

詩
句
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
勧
学
会
の
記
事
中
の
白

楽
天
の
詩
句
三
つ
の
う
ち
、
「
願
は
云
々
」
、
「
百
千
万
劫
の
云
々
」
　
の
二
つ

は
和
漢
朗
詠
集
に
採
ら
れ
て
い
る
。
狂
言
綺
語
の
文
学
観
は
、
白
楽
天
と
い

う
個
人
の
大
き
さ
に
乗
っ
て
浸
透
し
て
い
っ
た
側
面
も
考
え
ら
れ
る
。
勧
学

会
の
存
在
も
広
く
知
ら
れ
、
影
響
を
広
げ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
勧

学
会
に
関
わ
る
白
楽
天
の
詩
句
が
和
漢
朗
詠
集
に
二
句
採
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
想
像
さ
れ
る
。

康
保
元
年
（
九
六
四
）
　
に
始
ま
っ
た
勧
学
会
の
記
録
、
『
勧
学
会
話
』
の

存
在
が
一
九
八
四
年
に
公
げ
に
さ
れ
、
後
藤
昭
雄
氏
は
『
平
安
朝
漢
文
文
献

の
研
究
』
に
お
い
て
本
文
の
読
解
と
問
題
点
を
考
究
せ
ら
れ
た
。
同
書
に
よ

れ
は
、
こ
の
勧
学
会
話
は
詩
序
（
作
者
は
賀
茂
保
革
）
と
法
華
経
の
「
志
楽

於
静
処
」
を
句
題
と
す
る
詩
三
首
、
第
一
首
は
賀
茂
保
革
の
作
、
第
二
首
は

学
生
中
臣
朝
光
の
作
、
第
三
首
は
文
室
如
正
の
作
。
最
後
に
会
の
記
録
と
し

て
の
「
記
」
が
附
さ
れ
、
こ
の
文
章
の
作
者
が
源
為
憲
で
あ
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
記
事
中
に
見
え
る
人
名
に
よ
っ
て
学
生
、
僧
侶
の
具
体
名
が

判
明
す
る
。
学
生
で
は
賀
茂
保
章
、
中
臣
朝
光
、
文
室
如
正
、
藤
賢
、
平
瞑
、

茂
能
（
賀
茂
保
胤
の
こ
と
、
勧
学
会
の
中
心
的
存
在
）
、
源
為
憲
（
三
一
宝
絵
』

作
者
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
勧
学
会
の
結
衆
と
し
て

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

橘
俺
平
、
菅
原
資
忠
、
高
幡
積
善
、
高
岳
相
知
、
掃
滅
信
、
藤
原
忠
輔
、
藤

原
惟
成
、
平
惟
仲
、
菅
原
輔
昭
、
源
扶
義
、
藤
原
為
時
等
が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
僧
侶
で
は
十
四
名
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
後
に
天

台
座
主
に
登
っ
た
慶
円
を
は
じ
め
、
勝
算
、
穆
算
な
ど
高
位
に
至
っ
た
人
物

が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
結
衆
の
一

人
に
藤
原
為
時
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
為
時
は
紫

式
部
の
父
で
あ
る
。

結
衆
の
一
人
源
為
憲
は
『
三
宝
絵
』
の
作
者
で
あ
り
、
先
に
見
た
比
叡
坂

本
勧
学
会
の
記
事
は
彼
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
喜
一
宝
絵
』
序
文
の
中

で
物
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

又
物
の
語
と
云
て
女
の
御
心
を
や
る
物
也
。
お
は
あ
ち
ぎ
の
も
り
の
草

よ
り
も
し
げ
く
あ
り
そ
み
の
は
ま
の
ま
き
ご
よ
り
も
多
か
れ
と
、
木
草
山

川
鳥
獣
も
の
魚
虫
な
ど
名
付
た
る
は
物
い
は
ぬ
物
に
物
い
は
ぜ
、
な
さ
せ

な
き
物
に
な
さ
け
を
付
た
れ
は
、
只
海
の
浮
木
の
浮
べ
た
る
事
を
の
み
い

ひ
な
が
し
、
沢
の
末
己
毛
の
誠
と
な
る
詞
を
は
む
す
ぴ
お
か
ず
し
て
、
伊

賀
の
太
平
女
、
土
佐
乃
お
と
ゞ
、
以
末
女
幾
の
中
将
、
奈
加
為
乃
侍
従
な

ど
云
え
る
は
男
女
な
ど
に
寄
つ
1
花
や
蝶
や
と
小
へ
れ
ば
、
罪
の
根
事
葉

の
林
に
霞
の
御
心
も
と
ゞ
ま
ら
じ
。

こ
の
序
に
は
、
「
干
レ
時
永
観
二
た
年
中
の
冬
な
り
」
と
あ
っ
て
、
永
観
二
年

（
九
八
四
）
　
の
記
事
と
知
れ
る
。
源
氏
物
語
執
筆
直
前
の
時
期
に
あ
た
る
。

こ
の
文
中
に
、
源
氏
物
語
以
前
の
散
逸
物
語
の
名
が
四
つ
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
「
誠
と
な
る
詞
を

は
む
す
び
お
か
ず
し
て
」
「
罪
の
根
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
物
語
を

一
五



異
な
ら
ず
と
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
物
語
は
虚
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
罪
の

根
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
白
楽
天
の
い
う
狂
言
綺

語
の
考
え
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
れ
を
罪
と
い
う
こ
と
は
に
ま
で
結
び
つ
け
て

い
る
。
文
学
と
仏
教
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
よ
り
は
っ
き
り
し

た
形
で
の
文
学
に
対
す
る
、
物
語
に
対
す
る
命
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
簡

略
化
し
た
表
現
に
直
せ
ば
、
①
物
語
は
虚
言
で
あ
る
、
②
そ
れ
は
罪
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
楽
天
の
「
狂
言
綺
語
」
　
の
一
石
は
天
台
の
若
き
僧

た
ち
と
漠
詩
人
で
あ
る
学
生
た
ち
の
間
で
、
「
勧
学
会
」
と
い
う
文
学
、
仏

教
の
活
動
、
運
動
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
特
異
な
発
展
の
様
相
を
見
せ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
物
語
に
と
っ
て
は
、
「
物
語
は
虚
言
で
あ
り
罪
で
あ
る
」

と
い
う
重
大
な
意
味
を
持
つ
考
え
方
を
出
現
き
た
の
で
あ
る
。
三
宝
絵
に
い

う
「
物
い
は
ぬ
物
に
物
い
は
ぜ
、
な
さ
け
な
き
物
に
な
さ
け
を
付
た
」
物
語

や
、
伊
賀
の
太
乎
女
、
土
佐
乃
お
と
ゞ
、
以
末
女
幾
の
中
将
、
奈
加
為
乃
侍

従
な
ど
の
「
男
女
な
ど
に
寄
つ
1
花
や
蝶
や
と
い
」
う
恋
愛
物
語
な
ど
に
対

し
て
の
み
な
さ
れ
た
評
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
源
氏
物
語
以
前
の

未
熟
な
作
品
に
対
し
て
、
「
虚
言
、
罪
」
　
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
た
と
い
う

の
で
は
な
く
、
物
語
一
般
、
文
学
一
般
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て
登
場
す
る

と
こ
ろ
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
作
品
の
出
来
映
え
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
評

言
で
は
な
い
か
ら
、
い
か
に
優
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
、
た
と
え
ば
源
氏

物
語
で
あ
っ
て
も
こ
の
網
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
な
い
。
事
実
、
源
氏
物
語
成

立
後
の
一
一
七
〇
年
代
頃
の
『
今
鏡
』
や
『
宝
物
集
』
の
中
に
は
っ
き
り
と

表
れ
て
い
る
。
『
宝
物
集
』
に
は
、

む
ら
さ
き
式
部
そ
ら
ご
と
を
も
っ
て
源
氏
物
語
を
つ
く
り
し
ゆ
へ
に
、

一
六

ぢ
ご
く
に
お
ち
て
、
く
げ
ん
を
う
く
る
。
は
や
く
源
氏
や
き
ず
て
ゝ
、
一

日
経
を
か
き
と
ぶ
ち
ふ
べ
し
。
と
人
の
夢
に
見
え
け
る
と
て
、
歌
読
共
あ

つ
ま
り
て
と
ぶ
ら
ひ
し
也
。

と
あ
る
。
源
氏
物
語
を
「
そ
ら
ご
と
」
と
し
、
こ
れ
を
書
い
た
紫
式
部
は
地

獄
に
お
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、
弔
う
べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
勧
学

会
の
蒔
い
た
種
に
出
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ざ
ら
に
よ
り
具
体

的
な
形
で
の
「
紫
式
部
堕
獄
説
」
　
や
「
源
氏
供
養
」
　
の
問
題
に
ま
で
発
展
し

て
い
る
。
康
保
元
年
（
九
六
四
）
　
に
始
ま
っ
た
勧
学
会
は
、
三
一
年
後
の
寛

和
二
年
（
九
八
六
）
　
に
解
散
し
、
こ
れ
を
継
起
す
る
か
た
ち
で
二
十
五
三
昧

注
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
8
）

会
が
始
ま
っ
た
と
も
、
約
百
年
は
続
い
た
で
あ
ろ
う
と
も
さ
れ
る
が
、
そ
の

影
響
力
は
重
大
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
は
執
筆
の
時

代
は
無
論
の
こ
と
、
こ
れ
に
続
く
時
代
を
通
じ
て
絶
大
な
評
価
と
支
持
を
得

て
き
た
稀
有
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
圧
倒

的
存
在
の
源
氏
物
語
に
対
し
て
、
「
虚
言
」
と
い
い
、
「
地
獄
に
お
ち
る
」
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
勧
学
会
の
も
た
ら
し
た
影
響
の
大
き
さ
を
逆
に
思
わ

せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
物
語
が
罪
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
は
、
当
然
源

氏
支
持
者
の
側
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
対
応
、
反
論
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
勧
学
会
の
論
理
を
巡
る
源
氏
物
語
享
受
者
側
の
対
応
の
大
概
を
次
に
見

て
お
き
た
い
。四

源
氏
物
語
が
罪
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
さ
ら
に
進
め
れ
ば
、
源
氏
作
者

や
読
者
が
地
獄
に
お
ち
た
り
、
苦
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

救
う
た
め
に
、
供
養
を
し
弔
お
う
と
い
う
の
が
前
項
に
見
た
『
宝
物
集
』
の

場
合
で
あ
る
。
供
養
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
「
諸
式
」

に
則
っ
た
仏
事
を
行
い
、
「
表
白
」
　
も
作
ら
れ
て
い
る
。
安
居
澄
憲
の
作
と

い
う
『
源
氏
言
関
経
表
白
』
、
そ
の
子
聖
覚
の
手
に
な
る
と
い
わ
れ
る
仮
名

の
『
源
氏
表
白
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
の
写
経
を
し
た
り
、
釈
教
歌

を
詠
ん
だ
り
も
し
た
。
『
藤
原
隆
信
朝
臣
集
』
や
『
新
勅
撰
集
』
釈
教
の
部

の
藤
原
宗
家
の
歌
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

物
語
は
罪
、
源
氏
物
語
は
罪
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
そ
の
上
に
立
っ
て
源
氏

を
救
い
、
作
者
を
救
い
、
読
者
を
救
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

源
氏
供
養
の
考
え
方
が
こ
れ
で
あ
り
、
『
宝
物
集
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
か

こ
れ
に
あ
た
る
。

次
に
『
無
名
草
子
』
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。

さ
て
も
、
こ
の
『
源
氏
』
作
り
出
で
た
る
こ
と
こ
そ
、
恩
へ
と
恩
へ
と
、

こ
の
世
一
つ
な
ら
ず
め
づ
ら
か
に
恩
は
ゆ
れ
。
ま
こ
と
に
、
仏
に
申
し
請

ひ
た
る
け
る
験
に
や
、
と
こ
そ
お
ば
ゆ
れ
。

『
無
名
草
子
』
の
作
者
に
は
、
俊
成
卿
女
を
比
定
す
る
説
が
有
力
で
、
正
治

二
年
（
一
二
〇
〇
）
　
か
ら
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
　
に
か
け
て
の
頃
の
成
立

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
『
源
氏
』
は
仏
の
加
護
に
よ
り
生
ま

れ
た
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
が
虚
言
で
仏

罰
を
蒙
る
べ
き
も
の
と
い
う
考
え
に
対
す
る
弁
護
の
論
と
し
て
、
源
氏
は
仏

に
護
ら
れ
た
も
の
で
仏
道
と
相
対
す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
応
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
の
、
仏
罰
を
蒙
っ
て
苦
し
む
源
氏
を
供
養
す
る
と

い
う
立
場
か
ら
は
、
一
歩
擁
護
の
姿
勢
へ
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
、
源
氏
は
仏

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
新
し
い
視
点
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
た
形
で
十
四
世
紀
中
頃
の
『
河
瀬
抄
』
な
ど
に
は
、
石
山
寺
の

伝
承
な
ど
が
採
ら
れ
て
い
る
。

大
斎
院
よ
り
上
東
門
院
へ
め
づ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
と
尋
申
さ
せ
絡

げ
る
に
う
つ
ぼ
竹
取
や
う
の
古
物
語
は
め
な
れ
た
れ
は
あ
た
ら
し
く
つ
く

り
出
し
て
た
て
ま
つ
る
べ
き
よ
し
式
部
に
お
は
せ
ら
れ
け
九
は
石
山
寺
に

通
夜
し
て
こ
の
こ
と
を
い
の
り
申
す
に
折
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に

う
つ
り
て
心
の
す
み
渡
る
ま
1
に
物
語
の
風
情
空
に
う
か
び
た
る
を
忘
ぬ

さ
き
に
と
て
仏
前
に
あ
り
げ
ろ
大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申
う
け
て
先
ず

ま
あ
か
し
の
両
巻
を
か
き
と
ゞ
め
け
り
こ
れ
に
よ
り
て
す
ま
の
巻
に
こ
よ

ひ
は
十
五
夜
也
け
り
と
お
ぼ
し
い
で
1
と
は
侍
る
と
か
や
後
に
罪
障
俄
情

の
た
め
に
般
若
一
部
六
百
巻
を
み
づ
か
ら
書
て
奉
納
し
け
る
今
に
彼
寺
に

あ
り
と
云
々

源
氏
物
語
は
石
山
寺
に
参
籠
し
た
紫
式
部
が
、
観
音
の
加
護
に
よ
り
、
怨
を

得
て
経
の
紙
背
に
書
い
た
と
い
う
有
名
な
伝
承
で
あ
る
が
、
物
語
が
罪
で
あ

る
と
い
う
考
え
を
、
物
語
と
仏
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と

す
る
工
夫
で
あ
る
。
作
者
の
般
若
経
六
百
巻
の
書
写
奉
納
と
い
う
の
も
そ
の

現
れ
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
「
或
は
又
作
者
観
音
の
化
身
也
」

（
『
河
港
抄
』
）
　
と
紫
式
部
を
観
音
の
示
現
と
す
る
の
も
同
じ
線
上
に
あ
る
。

し
か
し
、
物
語
は
虚
言
な
り
と
い
う
命
題
に
対
し
て
は
無
批
判
の
ま
ま
で
あ

り
、
仏
に
近
づ
こ
う
と
い
う
姿
勢
と
解
釈
と
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

『
無
名
草
子
』
は
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
源
氏
物
語
評
論
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
わ
け
で
、
源
氏
物
語
の
享
受
者
、
支
持
者
と
い
う
側
面
を
最
も
強
く
も
っ

一
七



て
い
だ
は
ず
で
あ
る
。
源
氏
の
擾
れ
た
と
こ
ろ
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
仏
に
近
づ
く
と
い
う
形
で
し
か
対
応
し
き

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
勧
学
会
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
仏
教
と
結

線
す
る
こ
と
を
よ
し
と
考
え
て
い
る
。

「
…
‥
、
な
ど
、
『
源
氏
』
と
て
さ
ば
か
り
め
で
た
き
も
の
に
、
こ
の

経
の
文
字
の
一
偏
一
句
お
は
せ
ざ
る
ら
む
。
何
事
か
、
作
り
残
し
書
き
漏

ら
し
た
る
こ
と
、
一
言
も
侍
る
。
こ
れ
の
み
な
む
、
第
一
の
難
と
お
ぼ
ゆ

る」と
言
ふ
な
れ
ば
、
あ
る
が
中
に
若
き
声
に
て
、

「
紫
式
部
が
、
法
華
経
を
読
み
奉
ち
ぎ
り
げ
ろ
に
や
」

と
言
ふ
な
れ
ば
、

「
い
ざ
や
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
い
と
口
惜
し
く
こ
そ
あ
れ
。
あ
や
し
の

わ
が
歌
に
、
の
ち
の
世
の
た
め
は
さ
る
も
の
に
て
、
人
の
う
ち
閲
か
む
も

情
け
お
く
れ
て
お
ぼ
え
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
し
て
も
見
事

ら
ま
ほ
し
く
こ
そ
あ
る
に
、
さ
ば
か
り
な
り
け
む
人
、
い
か
で
か
さ
る
こ

と
あ
ら
む
」

源
氏
の
作
中
に
法
華
経
の
偶
が
一
つ
も
な
い
と
い
う
の
か
第
一
の
難
点
だ
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
勧
学
会
の
偶
の
朗
詞
を
そ
の
ま
ま
と
り
こ
ん
だ
も
の
言

い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
紫
式
部
が
法
華
経
を
読
ん
で
い
な
い
は
ず
は
な

い
の
に
、
ま
た
、
式
部
は
道
心
深
い
人
物
で
あ
る
の
に
、
と
い
う
心
情
的
擁

護
の
言
葉
を
添
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
に
展
開
さ
れ
る

源
氏
物
語
評
論
は
、
主
と
し
て
登
場
人
物
論
が
中
心
で
あ
る
が
、
狂
言
綺
語

の
論
と
は
無
関
係
に
論
じ
ら
れ
、
源
氏
物
語
の
文
学
的
な
享
受
の
あ
り
様
を

一
八

よ
く
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勧
学
会
の
論
理
は
源
氏
と
仏
教
を

近
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
み
で
お
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
二
番

目
の
対
応
で
あ
る
。

次
に
『
今
鏡
』
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

ま
た
あ
り
し
人
の
「
誠
に
や
、
昔
の
人
紫
式
部
の
作
り
給
へ
る
源
氏
の

物
語
に
、
さ
の
み
か
た
も
な
き
事
の
な
よ
び
艶
な
る
を
、
も
し
は
草
か
き

集
め
絵
へ
る
に
よ
り
て
、
後
の
世
の
煙
と
の
み
聞
え
給
ふ
こ
そ
、
縁
に
え

な
ら
ぬ
つ
ま
な
れ
と
も
、
あ
ち
ぎ
な
く
、
弔
ひ
聞
え
ま
ほ
し
く
」
な
ど
い

へ
ば
、
返
し
事
に
は
、
「
誠
に
、
世
の
中
に
は
か
く
の
み
申
し
侍
れ
と
、

理
知
り
た
る
人
の
侍
り
し
は
、
大
和
に
も
、
唐
土
に
も
、
文
作
り
て
人
の

心
を
ゆ
か
し
、
暗
き
心
を
導
く
は
常
の
事
な
り
。
妄
語
な
ど
い
ふ
べ
き
に

は
あ
ら
ず
。
わ
が
身
に
な
き
事
を
、
あ
り
顔
に
げ
に
人
－
と
い
ひ
て
、
人

の
わ
ろ
さ
を
よ
し
と
思
は
ぜ
な
ど
す
る
こ
そ
、
そ
ら
ご
と
な
ど
い
ひ
て
、

罪
得
る
事
に
は
あ
れ
。
こ
れ
は
あ
ら
ま
し
ご
と
な
ど
や
い
ふ
べ
か
ら
む
。

綺
語
と
も
雑
械
語
な
ど
は
い
ふ
と
も
、
さ
ま
で
深
さ
罪
に
は
あ
ら
ず
や
あ

ら
む
。

間
者
が
源
氏
は
「
か
た
も
な
き
事
」
（
そ
ら
ご
と
）
を
書
い
た
た
め
に
苦
を

受
け
て
い
る
作
者
を
弔
い
た
い
と
い
う
の
に
対
し
て
、
そ
ら
ご
と
で
は
な
い
、

「
妄
語
な
ど
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
」
と
こ
の
前
提
を
否
定
し
て
い
る
。
源

氏
物
語
の
中
に
見
ら
れ
る
つ
く
り
ご
と
（
そ
ら
ご
と
）
は
、
仏
教
で
い
う
罪

に
あ
た
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
「
さ
ま
で
深
き
罪
に
は
あ
ら
ず
や
あ
ら

む
」
と
初
め
て
こ
の
命
題
に
反
論
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
仏
罰
を
得
る

は
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
内
容
上
の
問
題
に
か
ら
ま
せ
て
弁
護
し
、

対
抗
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
「
生
き
と
し
生
け
る
者
の
命

を
失
ひ
、
あ
り
と
し
あ
る
人
の
宝
を
奪
ひ
取
り
な
ど
す
る
深
さ
罪
」
　
と
源
氏

物
語
の
「
人
の
心
を
つ
け
む
事
（
心
を
動
か
す
）
」
「
情
を
か
け
、
艶
な
ら
む
」

こ
と
の
罪
と
は
自
ず
と
違
い
が
あ
り
、
「
奈
落
に
沈
む
程
」
　
の
も
の
で
は
な

い
と
も
主
張
す
る
。
源
氏
物
語
は
そ
ら
ご
と
と
い
う
命
題
に
対
し
て
、
源
氏

の
具
体
的
な
内
容
を
仏
教
の
面
か
ら
点
検
し
て
仏
罰
を
蒙
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
と
い
い
、
ひ
い
て
は
、
文
学
の
業
は
仏
教
と
相
反
す
る
存
在
で
は
な
い

と
し
て
白
楽
天
と
式
部
を
仏
の
化
身
と
い
う
考
え
す
ら
示
し
て
い
る
。

唐
土
に
白
楽
天
と
申
し
け
る
人
は
、
七
十
の
巻
物
作
り
て
、
詞
を
い
ら

へ
聾
を
と
り
て
、
人
の
心
を
勧
め
給
へ
り
な
ど
聞
え
給
ふ
も
、
文
珠
の
化

身
と
こ
そ
は
申
す
め
れ
。
仏
も
醤
喩
経
な
ど
い
ひ
て
、
な
き
事
を
作
り
出

だ
し
給
ひ
て
説
き
置
き
給
へ
ろ
ば
、
こ
と
虚
妄
な
ら
す
と
こ
そ
は
侍
れ
。

女
の
身
に
て
さ
は
か
り
の
事
を
作
り
給
へ
ろ
ば
、
た
ゞ
人
に
は
お
は
せ
ぬ

や
う
も
や
侍
ら
む
。
妙
音
観
音
な
ど
申
す
や
む
ご
と
な
せ
聖
た
ち
の
女
に

な
り
給
ひ
て
、
法
を
説
き
て
こ
そ
人
を
導
き
給
ふ
な
れ

こ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
今
ま
で
の
そ
ら
ご
と
に
対
し
て
、
「
誓
」
　
と

い
う
考
え
方
を
導
入
し
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
仏
の
「
聾
喩

経
」
を
援
用
し
て
文
学
の
業
が
仏
の
道
に
通
じ
る
と
い
う
論
理
を
展
開
し
て

い
る
。
文
学
の
そ
ら
ご
と
は
、
仏
の
聾
と
同
じ
で
、
仏
の
道
理
に
は
ず
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
白
楽
天
、
式
部
が
仏
の
化
身
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
論
拠

が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
今
鏡
』
は
、
「
轟
き
詞
（
虚
言
）
　
も
、

な
よ
び
た
る
詞
を
も
、
第
一
義
と
か
に
も
か
へ
し
入
れ
む
は
、
仏
の
御
意
な

る
べ
し
」
と
い
う
。
虚
言
も
結
局
は
仏
の
第
一
義
（
道
理
）
　
に
帰
一
す
る
と

『
源
氏
物
語
』
螢
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
そ
ら
ご
と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て

深
さ
罪
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
そ
ら
ご
と
と
て
仏
の
道
理
に
帰

一
せ
し
む
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
誓
喩
を
も
っ
て
仏
の
道
を
説
く
の
と

同
然
で
あ
る
。

『
今
鏡
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
勧
学
会
の
論
理
に
対
決
し
、
源
氏
の
側
に

立
っ
て
そ
ら
ご
と
は
罪
に
あ
ら
ず
と
い
う
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
に
お
い
て
も
源
氏
物
語
を
仏
教
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
大
枠
か
ら

は
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

五

ひ
る
が
え
っ
て
、
源
氏
物
語
の
虚
実
の
論
に
つ
き
ふ
た
た
び
考
え
て
み
た

い。

物
語
を
そ
ら
ご
と
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
き
に
勧
学
会
の
論
理
そ
の

ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
「
そ
ら
ご
と
」
は
仏
教
教
義
上
の
「
虚
言
」
と
し
て

で
は
な
い
。
美
事
に
対
す
る
虚
、
虚
構
の
謁
で
あ
る
。
従
っ
て
、
罪
で
あ
る

仏
罰
を
蒙
る
と
い
う
次
元
で
は
な
い
。
『
今
鏡
』
が
そ
ら
ご
と
を
勧
学
会
と

同
じ
意
味
で
用
い
な
が
ら
、
罪
に
は
あ
た
ら
な
い
と
い
う
理
論
を
展
開
し
て

い
る
の
と
は
こ
の
点
で
全
く
異
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
『
今
鏡
』
や
『
無
名

草
子
』
の
議
論
が
、
明
ら
か
に
勧
学
会
の
考
え
を
出
発
点
と
し
た
議
論
で
あ

る
こ
と
を
形
の
上
で
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
理
論
は
勧
学

会
の
論
理
に
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
前
項
に
も
見
た
ご
と
く
、
勧
学
会
以
来
の
「
物

語
は
そ
ら
ご
と
」
と
い
う
こ
と
ば
と
前
提
は
長
く
重
た
く
源
氏
論
の
柱
に
な
っ

一
九



て
い
た
の
で
あ
る
。
螢
巻
の
「
物
語
は
そ
ら
ご
と
」
　
の
語
に
接
す
る
と
き
、

や
は
り
勧
学
会
の
姿
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
螢
巻
で
は
そ
ら
ご
と
は
仏

教
で
い
う
虚
言
を
乗
り
越
え
て
、
事
実
に
対
す
る
虚
構
と
い
う
本
質
で
把
ら

え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
虚
構
を
も
っ
て
真
実
を
描
く
と

い
う
見
事
な
文
学
論
へ
と
脱
皮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勧
学
会
の
「
文
学
は

罪
」
と
い
う
論
理
に
対
す
る
見
事
な
反
論
で
あ
り
、
展
開
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

「
虚
」
が
「
実
」
で
あ
る
と
の
論
理
の
つ
な
が
り
に
紫
式
部
は
「
方
等
経
」

に
お
け
る
「
方
便
」
を
も
ち
出
し
て
、
方
便
と
し
て
の
い
ろ
い
ろ
の
物
言
い

も
、
最
後
は
仏
の
「
ひ
と
つ
旨
」
　
に
帰
す
の
と
同
じ
だ
と
し
て
い
る
。
『
今

鏡
』
が
「
誓
喩
経
」
　
の
中
の
「
醤
」
が
結
局
は
、
仏
の
ひ
と
つ
旨
に
帰
す
の

と
同
じ
だ
と
す
る
議
論
と
そ
の
発
想
は
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
。
紫
式
部
が

こ
こ
で
経
典
を
も
ち
出
し
仏
の
論
理
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
の
も
、
勧
学
会
の

仏
教
的
論
理
が
背
後
に
あ
る
の
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
源

氏
物
語
に
勧
学
会
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
明
証
は
な
い
が
、
父
為
時
が
勧
学

会
の
結
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
を
知
る
機
会
は
十
分

に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
物
語
は
そ
ら
ご
と
」
　
と
い
う
認
識
に
発
し
て
、
虚

を
以
て
実
を
写
す
と
い
う
螢
巻
の
物
語
論
の
核
心
の
論
を
な
し
得
た
の
は
、

勧
学
会
の
文
学
観
が
一
つ
の
き
っ
か
け
を
な
し
て
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
形

で
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）
本
文
は
す
べ
て
日
本
古
典
全
書
に
よ
る
。
小
節
の
見
出
し
も
同
書
。

（
2
）
山
田
孝
雄
氏
『
三
宝
絵
略
注
』
十
四
比
叡
坂
本
観
学
会
の
本
文
に
よ
る
。
以

二
〇

下
同
じ
。

（
3
）
　
『
国
文
学
孜
』
一
四
号
。
他
に
柳
井
滋
氏
「
狂
言
綺
語
観
に
つ
い
て
－
白
楽

天
か
ら
保
胤
へ
の
屈
折
－
」
『
国
語
と
国
文
学
』
三
九
巻
四
号
等
が
あ
る
。

（
4
）
後
藤
昭
雄
氏
『
平
安
朝
漢
文
文
献
の
研
究
』
平
成
五
年
六
月
刊
。

（
5
）
桃
裕
行
氏
『
上
代
学
制
の
研
究
』
。
園
田
香
融
氏
「
慶
滋
保
胤
と
そ
の
周
辺

－
浄
土
教
成
立
に
関
す
る
一
試
論
－
」
（
『
顕
兵
学
苑
論
集
』
四
八
号
。
増
田
繁

夫
氏
「
花
山
朝
の
文
人
た
ち
－
勧
学
会
結
衆
の
終
焉
－
」
（
『
甲
南
大
学
文
学
会

論
集
』
二
一
号
。

（
6
）
古
典
文
庫
本
に
よ
る
。

（
7
）
井
上
光
貞
氏
『
新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
。

（
8
）
中
川
徳
之
助
氏
、
前
掲
注
（
3
）
　
に
同
じ
。

（
9
）
こ
れ
ら
源
氏
供
養
の
詳
細
の
研
究
は
、
寺
本
直
彦
氏
『
源
氏
物
語
受
容
史
論

考
』
に
詳
し
い
。

（
1
0
）
桑
原
博
史
氏
『
無
名
草
子
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
解
説
。

（
Ⅱ
）
　
『
今
鏡
』
（
日
本
古
典
全
書
）
「
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
の
条
に
よ
る
。

（
ぽ
ん
・
と
し
あ
き
　
本
学
教
授
）

小
　
　
林

L子

浪
化
『
随
門
記
』
　
の
行
方

－
　
西
園
寺
文
庫
所
蔵
本
を
め
ぐ
っ
て
　
ー

立
命
館
大
学
図
書
館
・
西
園
寺
文
庫
所
蔵
の
俳
書
の
解
題
・
翻
刻
と
し
て
、

先
に
堤
梅
通
の
自
筆
稿
本
『
柿
か
づ
ら
』
（
天
保
十
三
・
四
年
頃
成
）
　
を
と

り
あ
げ
た
。
該
書
は
弘
化
二
年
刊
『
舎
利
風
語
』
収
載
の
「
麦
慰
舎
随
筆
」

の
先
駆
を
な
し
、
そ
の
草
稿
本
の
一
本
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
の
あ
る
こ
と

を
末
筆
に
加
え
た
。
こ
れ
と
一
対
の
形
で
当
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
が
、
越
中
井
波
の
浪
化
上
人
の
聞
書
で
、
蕉
門
の
俳
談
集
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
『
随
門
記
』
の
一
写
本
で
あ
る
。

さ
て
、
今
日
ま
で
に
報
告
、
確
認
さ
れ
て
い
る
『
随
門
記
』
の
諸
本
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

○
京
都
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
（
享
保
八
年
卜
漸
書
写
本
）

○
東
京
大
学
総
合
図
書
館
洒
竹
文
庫
蔵
本
（
書
写
者
・
書
写
年
末
詳
）

○
関
目
庵
鴎
里
編
三
一
四
考
』
（
天
保
九
年
刊
）
　
所
収
本

以
上
の
三
本
に
加
え
て
、
和
田
徳
一
氏
紹
介
の
菊
池
家
蔵
本
が
あ
る
が
、

浪
化
『
随
門
記
』
の
行
方

全
貌
が
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
今
回
は
和
田
氏
の
稿
に

す
べ
て
を
委
ね
て
お
く
。
な
お
、
㌧
」
れ
を
除
い
た
右
の
三
本
の
う
ち
、
ひ
き

つ
づ
き
底
本
と
し
て
再
版
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第
七
巻
「
俳
論
篇
」
　
に
採
用

さ
れ
て
い
る
の
が
、
京
都
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
底

本
に
採
用
し
た
理
由
を
同
書
の
解
題
に
求
め
て
み
る
と
、
要
す
る
に
他
の
二

本
に
な
い
俳
話
を
含
み
、
記
事
の
分
量
が
多
い
と
の
事
で
あ
る
。
穏
当
な
判

断
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
の
解
題
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
随

門
記
』
の
書
名
に
ふ
れ
て
「
な
お
『
随
門
記
』
は
正
し
く
は
『
随
闘
記
』
で

あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
東
京
大
学
総
合
図
書
館
洒
竹
文
庫
蔵
本
、

三
一
四
考
』
所
収
本
に
見
ら
れ
る
内
題
の
割
注
か
ら
推
し
て
、
よ
り
原
本
に

近
い
形
を
復
元
す
る
視
点
で
の
卓
見
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る

西
園
寺
文
庫
蔵
本
は
、
和
田
氏
紹
介
の
菊
池
家
蔵
本
と
と
も
に
、
そ
の
意
味

で
右
の
見
解
を
実
証
す
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
書
名
が
『
随
閲
記
』
か

も
し
く
は
『
随
門
記
』
と
あ
る
か
の
別
に
は
、
誤
写
、
誤
伝
の
可
能
性
を
残

し
な
が
ら
も
、
後
年
北
横
糸
の
伝
書
に
組
み
込
ま
れ
る
な
ど
の
点
を
考
慮
し
、

二
一


