
一

『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
成
立
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
転
機

序

世
阿
弥
の
能
楽
論
『
花
伝
』
第
七
別
紙
は
、
世
阿
弥
が
、
能
の
成
功
し
た
藝
を
表

す
独
自
の
概
念
で
あ
る
「
花
」
の
理
と
そ
れ
を
得
る
秘
訣
を
、
八
箇
条
に
わ
た
っ
て

説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
本
と
し
て
は
、
第
一
次
相
伝
本
で
あ
る
四
郎
相
伝
本

（
世
阿
弥
自
筆
、
相
伝
年
月
不
詳
。
以
下
「
四
郎
本
」
と
記
す
）
と
第
二
次
相
伝
本
で
あ

る
元
次
相
伝
本
系
（
転
写
本
の
み
、
応
永
二
十
五
年
六
月
奥
書
。
以
下
「
元
次
本
」
と
記

す
）
が
現
存
す
るq

。
従
来
の
同
篇
の
成
立
時
期
に
関
す
る
説
と
し
て
、
早
く
別
紙
の

腹
案
的
な
も
の
が
『
花
伝
』
初
期
三
篇
（
年
来
稽
古
・
物
学
・
問
答
）
執
筆
時
か
ら
存

在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
りw

、
表
章
氏
は
こ
れ
に
加
え
、
四
郎
本
の
成
立
時
期

を
応
永
十
年
代
中
頃
ま
た
は
後
半
と
推
定
し
て
お
ら
れ
るe

。
ま
た
、
そ
の
後
筆
者
は
、

別
紙
に
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
花
」
の
概
念
の
生
成
さ
れ
た
時
期
が
、『
花

伝
』
の
初
期
三
篇
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
書
と
し
て
奥
書
を
付
さ
れ
る
応
永
七
年
か
ら

そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
推
測
と
と
も
に
、
別
紙
の
成
立
に
つ

い
て
、
第
四
条
あ
た
り
ま
で
は
、
そ
の
応
永
七
年
を
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
執

筆
さ
れ
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
の
憶
測
を
付
言
し
たr

。

従
来
の
別
紙
の
成
立
に
関
す
る
説
は
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
るt

が
、
今
、
別
紙

の
論
を
丹
念
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
一
部
は
、
足
利
義
持
が
実
質
的
に
日
本
の
最
高

権
力
者
と
な
っ
た
時
代
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
こ
の
点
を

含
め
同
篇
の
成
立
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
推
測
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。足

利
義
持
の
統
治
下
の
世
阿
弥
に
つ
い
て
、
最
近
筆
者
は
、
世
阿
弥
伝
書
『
花
伝
』

第
六
花
修
が
、
応
永
十
五
年
以
降
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
草
稿
に
、
新
た
に

義
持
を
頂
点
と
す
る
時
代
を
投
影
し
た
書
き
変
え
を
行
っ
た
こ
と
を
推
測
し
たy

。
そ

の
書
き
変
え
に
は
、
義
持
の
幽
玄
で
丁
寧
に
仕
上
げ
た
藝
を
好
む
性
格
に
対
応
し
よ

う
と
し
た
世
阿
弥
の
、
そ
れ
ま
で
の
自
説
か
ら
の
転
向
が
見
受
け
ら
れ
、
後
年
の
幽

玄
重
視
へ
の
確
信
に
結
び
つ
く
、
同
人
の
思
想
の
転
機
が
表
れ
て
い
る
。

そ
し
て
別
紙
に
も
、
花
修
と
同
様
の
成
立
過
程
が
あ
っ
た
も
の
と
筆
者
は
推
測
す

る
。
す
な
わ
ち
、
お
そ
ら
く
は
義
満
の
生
前
に
現
存
し
な
い
同
篇
の
草
稿
が
出
来
上

が
っ
て
お
り
、
後
年
そ
の
内
容
が
、
新
し
い
義
持
の
統
治
に
よ
る
時
代
傾
向
を
反
映

し
て
書
き
変
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
と
お
り
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
世
阿
弥
の
思
想
追
究
に
も
能
楽
の
歴
史
・
社
会
に
関
わ
る
研
究
に
も
、

小
さ
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
草
稿
が
ど
の
よ

う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
書
き
変
え
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て

推
測
を
述
べ
た
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
書
物
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
花
修
に
つ
い
て

の
拙
稿u

と
同
様
、
資
料
的
位
置
付
け
の
み
を
主
な
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
成
立

経
緯
の
解
明
を
と
お
し
て
、
世
阿
弥
の
思
想
追
究
の
一
環
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
るi

。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
成
立
ば
か
り
で
な
く
、
世
阿
弥
の
視
点
の
転
換
と

い
う
思
想
の
一
端
に
つ
い
て
も
同
時
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
成
立
の

1

『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
成
立
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
転
機

―
別
紙
草
稿
の
推
定
な
ら
び
に
義
持
時
代
に
お
け
る
内
容
変
更

―
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推
測
に
際
し
て
も
、
従
来
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
た
資
料
的
考
証
で
は
な
く
、
同
篇
の
内
容

の
思
想
的
考
察
が
中
心
と
な
る
。
資
料
的
位
置
付
け
の
た
め
に
は
こ
の
方
法
は
一
見

迂
遠
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
に
世
阿
弥
の
執
筆
に
係

る
も
の
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
資

料
的
事
柄
を
中
心
と
し
た
考
証
の
み
を
行
う
方
法
に
比
し
て
、
は
る
か
に
効
果
的
な

場
合
が
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
るo

。
し
か
も
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
は
思
想
追
究
そ
の
も

の
で
も
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
成
立
の
考
証
と
思
想
的
考
察
と
を
同
時
に
行
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
目
的
と
考
え
に
因
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
一
言
し
て
お
く
。

一
、「
当
世
」
の
語
と
義
持
時
代

『
花
伝
』
の
初
期
三
篇
執
筆
段
階
で
は
、「
ま
こ
と
の
花
」「
時
分
の
花
」
の
概
念

が
生
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
能
の
藝
の
理
想
的
な
在
り
方
を
示
す
「
ま
こ
と
の
花
」

の
「
理
」
を
、
世
阿
弥
が
四
季
折
節
に
咲
く
花
の
性
質
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
詳
し
く
説

い
て
い
る
の
が
、『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
第
一
条
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
第
一

条
に
見
ら
れ
る
「
当
世
」
の
語
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
同
条
の
「
当
世
」
の
語
の
前
後
の
部
分
を
次
に
引
用
し
て
お
く
。

﹇
習
い
覚
え
つ
る
品
々
﹈
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
時
（
お
）
り
ふ
し
の
た
う
せ

、
、
、

（
い、
）

を
心
（
え
）
て
、
時
の
人
（
の
）
好
み
に
よ
り
て
、
そ
の
風
体
を
取
り
出
す
、

（
こ
れ
）、
時
の
花
の
咲
く
を
見
ん
が
如
し
。（
四
郎
本
。﹇

﹈
内
は
元
次
相
伝
本

系
で
補
っ
た
部
分
、（

）
内
は
推
定
、
以
下
同
じ!0

）

世
阿
弥
が
こ
の
よ
う
に
「
当
世
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
文
を
執
筆

し
た
歴
史
的
背
景
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
詳
述
し

よ
う
。

「
当
世
」
の
語
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
今
の
時
代
・
今
の
世
ほ
ど
の
意
を
表
し
、

そ
の
時
代
の
傾
向
・
風
潮
と
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
そ
れ
と
を
対
比
す
る
文
脈
で
用

い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
当
世
」
と
そ
れ
以
前
の
時
代
と
を
区
切
る
基
準
は
、

そ
の
時
代
と
傾
向
・
風
潮
を
異
に
し
て
い
た
前
時
代
と
の
境
界
で
あ
る
こ
と
に
な
る

が
、
実
際
に
は
、
と
く
に
そ
の
境
界
を
明
確
に
せ
ず
に
漠
然
と
し
た
「
昔
」
に
対
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
し
「
当
世
」
の
語
を
含
め
時
代
の
指
し
示
す
時

期
的
範
囲
が
あ
る
程
度
明
確
に
さ
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
の
古
代
・
中
世
に
お
い
て

は
、
時
の
天
皇
・
将
軍
等
最
高
権
力
者
と
見
な
さ
れ
る
人
物
の
在
位
・
在
職
期
間
、

ま
た
在
位
・
在
職
を
超
え
て
一
人
物
の
権
力
が
存
続
す
る
場
合
に
は
権
力
が
別
の
人

物
に
移
る
ま
で
の
期
間
（
そ
の
人
物
が
没
す
る
ま
で
の
期
間
等
）
が
一
時
代
に
当
た
る

と
す
る
の
が
、
基
本
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
最
高
権
力
者
は
世
界
の
中
心
で
あ
り
、

そ
の
交
代
に
よ
っ
て
時
代
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
の
が
、
古
代
中
国
思
想
の
皇
帝
観

に
影
響
を
受
け
た
当
時
の
日
本
の
人
々
の
常
識
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
あ

る
ま
い
。
ま
た
、
同
じ
時
期
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
の
天
皇
・
将
軍
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
外
の
ど
の
人
物
を
中
心
に
置
く
か
は
、「
当
世
」
の
語
を
用
い
る
人
物
の
社
会
的

立
場
に
も
左
右
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
あ
る
時
期
に
あ
る
人
物
が
用
い
る
「
当
世
」

の
語
の
時
期
的
範
囲
が
、
同
時
期
に
別
の
人
物
が
用
い
る
そ
れ
と
、
別
の
権
力
者
を

基
準
と
す
る
た
め
に
異
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、「
当
世
」
の
語
が
、
同
じ

人
物
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
時
は
境
界
が
明
確
に
さ
れ
て
用
い
ら
れ
、
別
の
時
に
は
境

界
が
明
確
に
さ
れ
ず
に
漠
然
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に

「
当
世
」
の
語
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
を
判
断
す
る
に
は
、
そ
れ
を
用
い
る
人
物
、
用

い
ら
れ
た
時
期
、
当
該
部
分
の
前
後
の
文
脈
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
右
の
第
一
条
引
用
部
分
に
「
時
折
節
の
当
世
を
心
得
て
、
時
の
人
の
好
み

の
品
に
よ
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
好
み
に
合
わ
せ
た

風
体
を
心
が
け
る
べ
き
と
い
う
一
般
論
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
中
に
見
え
る

「
当
世
」
も
、
論
の
上
だ
け
か
ら
見
る
と
一
時
代
を
特
定
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
世
阿
弥
伝
書
に
お
け
る
「
当
世
」
の
語
の
用
例
が
、

執
筆
時
期
が
推
測
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の

2
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も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
世
阿
弥
伝
書
に
見
え
る
「
当
世
」
の
語
の
う

ち
、
別
紙
の
最
終
形
態
と
認
め
ら
れ
る
元
次
本
の
奥
書
執
筆
（
応
永
二
十
五
年
）
を

少
し
下
る
時
期
ま
で
（『
至
花
道
』
跋
文
以
前
）
の
用
例
を
、
す
べ
て
挙
げ
て
お
く
。

①
当
世
、
、

、
こ
の
道
の
輩
を
見
る
に
、
藝
の
た
し
な
み
は
を
ろ
そ
か
に
て
、
非
道
の

み
行
じ
、（
中
略
）
源
を
忘
れ
て
流
れ
を
失
ふ
事
、
道
す
で
に
廃
る
時
節
か
と
、

こ
れ
を
嘆
く
の
み
な
り
。
…
…
『
花
伝
』
奥
義
序
文
（
応
永
二
十
年
代
後
半
の
執

筆
と
さ
れ
る!1

）!2

②
力
な
く
、
こ
の
道
は
見
所
を
本
に
す
る
態
な
れ
ば
、
そ
の
当
世
当
世

、
、
、
、

の
風
儀
に

て
、
幽
玄
を
も
て
あ
そ
ぶ
見
物
衆
の
前
に
て
は
、
強
き
方
を
ば
、
少
し
物
ま
ね

に
は
づ
る
ゝ
と
も
、
幽
玄
の
方
へ
は
遣
ら
せ
給
べ
し
。
…
…
『
花
伝
』
花
修
第

三
条
（
義
持
統
治
時
代
に
本
格
的
に
入
っ
た
応
永
十
五
年
五
月
以
降
に
花
修
に
書
き
加

え
ら
れ
た
部
分
と
見
ら
れ
る!3

）

③
こ
の
風
体
の
品
々
も
、
い
づ
れ
に
て
（
も
）
古
体
・
当
世
、
、

、
貴
人
・
平
民
に
分

か
ち
て
、
そ
の
時
の
人
の
好
み
に
よ
り
て
取
り
出
す
風
体
、
こ
（
れ
）、
用
足

る
た
め
の
花
な
る
べ
し
。
…
…
別
紙
第
八
条!4

④
当
世
、
、

の
申
楽
の
稽
古
を
見
る
に
、
み
な

く
、
二
曲
三
体
の
本
道
よ
り
は
入
門

せ
ず
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
ま
ね
、
異
相
の
風
を
の
み
習
へ
ば
、
無
主
の
風
体
に

成
て
、
能
弱
く
、
見
劣
り
し
て
、
名
を
得
る
芸
人
、
さ
ら
に
無
し
。
…
…
『
至

花
道
』
第
一
条

⑤
当
世
、
、

の
芸
人
の
事
を
見
る
に
、
此
三
〔
＝
皮
・
肉
・
骨
。
筆
者
注
〕
を
持
し
た

る
人
な
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
か
や
う
の
事
の
あ
る
と
だ
に
知
れ
る
物
な
し
。
…

…
『
至
花
道
』
第
四
条

⑥
か
や
う
の
稽
古
の
条
々
、
浅
深
、
昔
は
さ
の
み
に
は
な
か
り
し
也
。
古
風
の
中

に
、
を
の
づ
か
ら
此
芸
力
を
得
た
り
し
達
人
、
少
々
見
え
し
な
り
。
其
比
、
、

は
、

貴
人
・
上
方
様
の
御
批
判
に
も
、
是ゼ

を
の
み
御
覧
じ
は
や
さ
れ
て
、
非
を
ば
御

讃
談
も
な
か
り
し
也
。
当
世
、
、

は
、
御
目
も
弥イ

ヤ

闌タ
ケ

て
、
少
し
き
の
非
を
も
御
讃
談

に
及
ぶ
あ
ひ
だ
、
玉
を
磨
き
、
花
を
摘
め
る
幽
曲
な
ら
ず
は
、
上
方
様
の
御
意

に
か
な
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
『
至
花
道
』
跋
文

右
以
外
に
も
、
世
阿
弥
伝
書
に
は
十
数
例
の
「
当
世
」
の
語
が
見
え
る
が
、
す
べ
て

右
の
⑥
以
後
の
用
例
で
あ
る
。
右
の
う
ち
、
⑥
の
用
例
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る

ご
と
く
、
そ
の
少
し
前
に
見
え
る
「
其
比
」（
傍
点
部
分
）
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、

「
其
比
」
が
義
満
の
統
治
下
を
中
心
と
し
た
時
期
を
表
す
の
に
対
し
、「
当
世
」
は
義

持
の
そ
れ
を
指
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
②
の
「
当
世
」
も
、
最
近
筆
者
が
⑥

と
関
連
付
け
て
推
測
し
た
ご
と
く
、
義
持
の
統
治
下
が
意
識
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ

る!5

。ま
た
右
⑥
の
「
其
頃
」
と
「
当
世
」
と
の
分
け
目
が
、
天
皇
の
退
位
や
崩
御
を
基

準
に
し
た
も
の
で
は
な
く
将
軍
に
係
る
と
の
説
は
、
以
前
か
ら
有
力
で
は
あ
っ
た
が
、

近
年
の
天
野
文
雄
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ま
ず
動
か
ぬ
見
方
に
な
っ
た
と
言
え

よ
う!6

。
天
野
氏
も
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
世
阿
弥
と
天
皇
・
上
皇
（
主
に
後
小
松
）

と
の
関
係
は
、
義
満
や
義
持
を
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
阿
弥
に
は
、

一
部
の
貴
族
と
は
違
っ
て
、
政
治
的
実
権
の
在
処
に
反
し
て
天
皇
を
頂
点
と
し
た
世

界
観
・
時
代
観
を
固
持
す
べ
き
強
い
理
由
も
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
右
に
言
う
「
義
満
の
統
治
下
」
と
「
義
持
の
統
治
下
」
と
の
境
界
は
、
義

満
が
将
軍
職
を
退
き
義
持
に
そ
の
宣
下
が
な
さ
れ
た
応
永
元
年
十
二
月
で
は
な
く
、

義
満
が
没
し
、
義
持
が
実
質
的
に
日
本
の
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
応
永
十
五
年
五
月

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
義
満
は
義
持
に
将
軍
職
を
譲
っ
た
後
も
最
高
権
力
者
と
し

て
没
す
る
直
前
ま
で
君
臨
し

―
義
満
は
応
永
九
年
に
は
明
か
ら
「
日
本
国
王
」
の

称
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る

―
、
世
阿
弥
も
、
義
満
の
死
去
ま
で
能
役
者
と
し
て
同

人
に
仕
え
、
そ
の
生
活
は
多
分
に
義
満
の
力
に
依
存
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
義
持
が
将
軍
職
に
就
い
た
後
の
記
録
か
ら
も
、
義
満
と
能
役
者
と
の

関
係
は
多
分
に
窺
わ
れ
る
が
、
義
満
の
生
前
に
義
持
が
能
役
者
に
積
極
的
に
関
与
し

た
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
の
有
力
者
を
中

3
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心
と
し
た
時
代
の
大
き
な
区
切
り
は
、
義
満
の
死
去
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
先

の
「
義
満
の
統
治
下
」「
義
持
の
統
治
下
」
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
た
も
の

で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
時
代
を
、
以
下
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
義
満
時
代
」「
義
持

時
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
従
来
の
日
本
史
研
究
に
お
い
て
も
、
義
満
に

貴
族
志
向
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
義
満
没
後
の
義
持
は
武
家
本
来
の
在
り

方
に
帰
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
権
力
者
と
し

て
の
義
満
と
義
持
の
性
格
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り!7

、
右
の
時
代
区
分
は
当
時
の
日

本
の
武
家
を
中
心
と
し
た
多
く
の
人
々
の
共
通
認
識
で
あ
っ
て
、
独
り
世
阿
弥
の
み

に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
世
阿
弥
に
か
か
わ
る
研
究
の
常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、

あ
ら
た
め
て
言
を
尽
く
す
ま
で
も
な
い
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
皇
族
を
頂

点
に
置
く
視
点
や
、
義
満
の
将
軍
退
職
を
時
代
の
区
切
り
と
す
る
視
点
が
あ
り
う
る

こ
と
に
も
配
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
説
明
を
加
え
て
お
く
。

そ
も
そ
も
「
当
世
」
は
、
比
較
す
る
前
時
代
が
あ
っ
て
こ
そ
用
い
ら
れ
る
言
葉
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
将
軍
が
身
近
で
絶
大
な
存
在
と
な
っ
た
の
は
、

幼
少
時
、
観
阿
弥
と
と
も
に
、
将
軍
職
に
就
い
て
そ
れ
ほ
ど
年
月
の
経
た
な
い
義
満

の
目
に
留
ま
っ
た
時
か
ら
で
あ
り
、
以
後
約
三
十
五
年
間
、
最
高
権
力
者
が
入
れ
替

わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
持
つ
世
阿
弥
が
、
義
満
時
代

に
お
い
て
「
当
世
」
の
語
を
意
識
す
る
こ
と
自
体
、
行
わ
れ
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

世
阿
弥
の
「
当
世
」
の
用
例
の
う
ち
、
執
筆
時
期
が
推
測
さ
れ
る
も
の
が
す
べ
て
義

持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
例
で
あ
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
く
、
右
の
事
柄
と
か
か
わ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
対
し
、
世
阿
弥
が
四
十
歳
代
半
ば
に
な
る
ま

で
続
い
た
義
満
時
代
が
、
義
満
の
急
逝
に
近
い
死
去
に
よ
っ
て
終
焉
を
告
げ
、
義
持

時
代
が
到
来
し
た
こ
と
は
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
小
さ
か
ら
ぬ
出
来
事
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。
義
満
時
代
と
様
々
な
点
で
異
な
る
義
持
時
代
に
入
っ
て
、
世
阿
弥
が
は

じ
め
て
前
時
代
と
の
対
比
を
前
提
と
す
る
「
当
世
」
の
概
念
を
強
く
意
識
し
た
と
見

る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
も
、
前
掲
し
た
第
八
条
の
「
当
世
」
の
用
例
（
③
）
は
四
郎
本
の
本
文
で
あ

っ
た
が
、
元
次
本
で
は
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。

コ
ノ
風
体
ノ
品
々
モ
、
当
世
ノ
数
人
・
所
々
ニ
ワ
タ
リ
テ
、
ソ
ノ
時
ノ
ア
マ
ネ

キ
好
ミ
ニ
ヨ
リ
テ
取
リ
﹇
出
ダ
ス
﹈
風
体
、
コ
レ
、
用
足
ル
﹇
タ
メ
﹈
ノ
花
ナ

ル
ベ
シ
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）!8

す
な
わ
ち
、
四
郎
相
伝
本
で
は
「
古
体
」「
当
世
」
の
語
を
並
列
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
元
次
相
伝
本
で
は
「
古
体
」
の
語
が
用
い
ら
れ
ず
、「
当
世
」
で
あ
る
こ
と

が
当
然
と
解
さ
れ
る
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
。
四
郎
相
伝
本
の
執
筆
時
点
で
は
義
持

時
代
に
入
っ
て
か
ら
比
較
的
年
月
が
浅
く
、「
古
体
」

―
世
阿
弥
に
お
い
て
は
義

満
時
代
を
中
心
と
し
た
時
期
に
あ
た
る
と
見
て
よ
か
ろ
う

―
が
記
憶
に
新
し
か
っ

た
の
に
対
し
、
元
次
本
執
筆
時
点
で
は
時
代
が
す
っ
か
り
入
れ
替
わ
っ
て
、
世
阿
弥

は
も
は
や
「
古
体
」
を
持
ち
出
す
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
、
そ
の
意
識
の
差
が
、
本

文
を
改
め
さ
せ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
世
阿
弥
伝
書
に
見
え
る
「
当
世
」
の
語
は
、
義
持
時
代
に
入
っ

て
前
時
代
と
の
比
較
の
視
点
を
持
つ
に
至
っ
た
世
阿
弥
の
用
語
で
あ
っ
た
と
認
め
ら

れ
る!9

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
以
前
に
成
立
が
詳
し
く
考
証
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
別

紙
の
、
第
一
条
（
本
節
冒
頭
所
引
分
）
の
「
当
世
」
も
、
義
持
時
代
に
入
っ
た
こ
と

を
反
映
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
前
後
の
「
当
世
」
へ
の
意
識
に
よ
る
文
言
は
、
義

持
時
代
に
入
っ
た
応
永
十
五
年
五
月
以
降
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う@0

。

二
、「
花
」「
物
数
」「
め
づ
ら
し
き
」
の
概
念
と

時
代
及
び
人
の
嗜
好
へ
の
意
識

―
別
紙
第
一
条
の
内
容
変
更
の
推
測

―

前
節
に
述
べ
た
ご
と
く
、
別
紙
第
一
条
に
は
義
持
時
代
を
反
映
し
た
「
当
世
」
の

4
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語
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
同
条
の
内
容
全
体
が
義
持
時
代
に
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
同
条
の
「
当
世
」

の
語
は
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
第
一
条
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同

条
の
基
盤
の
論
は
、
以
前
筆
者
が
推
定
し
た
ご
と
く@1

応
永
七
年
を
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な

い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
こ
と
に
さ
ら
に
詳

し
く
言
及
し
た
い
。

ま
ず
、
別
紙
第
一
条
の
「
花
」
の
理
に
つ
い
て
説
い
た
部
分
を
、
や
や
長
い
が
、

次
に
掲
げ
て
お
く
。

こ
の
口
伝
に
、
花
を
知
る
と
い
ふ
事
。
先
、
仮
令
、
花
の
咲
く
を
見
て
、
よ
ろ

づ
に
花
と
譬
へ
し
理
を
わ
き
ま
ふ
べ
し
。
抑
、
花
と
い
ふ
に
、
万
木
千
草
に
を

ひ
て
、
四
季
折
節
に
咲
く
物
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
め
づ
ら
し
き
故
に
、
翫

ぶ
な
り
。
能
も
、
人
の
心
に
め
づ
ら
し
き
と
見
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
お
（
も
）

し
ろ
き
心
な
り
。
花
と
、
お
も
し
ろ
き
と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同

じ
心
な
り
。
い
づ
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
。
散
る
故
に
よ
て
、
咲
く
頃
あ

れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
な
り
。（
中
略
）

た
ゞ
し
、
様
あ
り
。
め
づ
ら
し
き
と
い
へ
ば
と
て
、
世
に
な
き
風
情
を
し
出
す

に
て
は
あ
る
（
べ
か
）
ら
ず
。
年
来
稽
古
よ
り
物
学
の
条
（
々
、
問
答
の
品
々
、

を
よ
そ
花
伝
）
に
出
だ
（
す
）
と
こ
（
ろ
の
条
々
を
、
の
）
こ
さ
ず
稽
古
し
終

わ
（
り
）
て
、﹇
さ
て
申
楽
を
せ
ん
﹈
時
に
、
そ
の
物
数
を
、
用
々
に
し
た
が

て
取
り
出
（
す
）
べ
し
。
花
と
申
す
﹇
も
、
よ
ろ
づ
の
草
木
に
於
い
て
、
い
づ

れ
か
﹈
四
季
折
節
の
時
の
（
花
）
の
﹇
外
に
、
め
づ
ら
し
き
花
﹈
の
あ
る
べ
き
。

（
そ
）
の
﹇
如
く
に
、
習
い
覚
え
つ
る
品
々
﹈
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
ａ
時
（
お
）

り
ふ
し
折
節
の
た
う
せ
（
い
）
を
心
（
え
）
て
、
時
の
人
（
の
）
好
み
に
よ
り

て
、
そ
の
風
体
を
取
り
出
す
、（
こ
れ
）、
時
の
花
の
咲
く
を
見
ん
が
如
し
。

花
と
申
す
も
、
去
年
咲
き
し
種
な
り
。
能
も
、
も
と
見
し
風
情
な
れ
ど
も
、
物、

数、
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
そ
の
数
を
尽
く
す
程
久
し
し
。
久
し
く
て
見
れ
ば
、
ま
た

め
づ
ら
し
き
な
り
。
ｂ
そ
の
上
、
人
の
好
み
も
色
々
に
し
て
、
音
曲
・
振
舞
・

物
ま
ね
、
所
々
に
変
わ
り
て
と
り
ど
り
な
れ
ば
、
い
づ
れ
の
風
体
を
も
の
（
こ
）

し
て
は
叶
ふ
ま
じ
き
な
り
。

し
か
れ
ば
、
物
数
を
極
め
尽
く
し
た
ら
ん
為
手
は
、
初
春
の
梅
よ
り
秋
（
の
き
）

く
の
（
咲
）
き
果
つ
る
ま
で
、
一
年
中
の
（
花
の
種
を
）
持
ち
た
ら
ん
が
如
し
。

い
（
づ
）
れ
の
花
な
（
り
と
）
も
、
ｃ
人
の
﹇
望
み
﹈・
時
に
よ
り
て
取
り
出

す
べ
し
。
物
数
を
極
め
ず
は
、
時
に
よ
り
て
花
を
失
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
。
ｄ
た

と
へ
ば
、
春
の
花
の
頃
過
ぎ
て
、
夏
草
の
花
を
賞
翫
せ
ん
ず
る
時
、
春
の
花
の

風
体
ば
か
り
を
得
た
ら
ん
為
手
が
、
夏
草
の
花
は
な
く
て
、
過
ぎ
し
春
の
花
を

ま
た
持
ち
て
出
で
た
ら
ん
は
、
時
の
花
に
合
ふ
べ
し
や
。
こ
れ
に
て
知
る
べ

し
。

た
ゞ
、
花
は
、
見
る
人
の
心
の
め
づ
ら
し
き
が
花
な
り
。
し
か
れ
ば
、
花
伝
の

花
の
段
に
、「
物
数
、
、

を
極
め
、
工
夫
を
尽
く
し
て
後
、
花
の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知

る
べ
し
」
と
あ
る
は
、
こ
の
口
伝
な
り
。
さ
れ
ば
、
花
と
て
別
に
は
な
き
も
の

な
り
。
物
数
を
尽
く
し
て
、
工
夫
を
得
て
、
め
づ
ら
し
き
と
こ
ろ
を
心
得
る
が

花
な
り
。「
花
は
心
、
種
は
態
」
と
書
け
る
も
、
こ
れ
な
り
。（
後
略
）

…
…
〔
資
料
Ａ
〕（
省
略
部
分
に
つ
い
て
は
後
述
）

ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
右
に
は
、「
花
」
に
と
っ
て
「
め
づ
ら
し
き
」
す
な
わ

ち
新
鮮
で
目
新
し
い
印
象
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
と
、
傍
線
部
ａ
に
述
べ
ら
れ
る
ご
と
く
「
当
世
を
心
得
」
る
こ
と
、「
時
の
人
の

好
み
」
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
は
、
容
易
に
は
結
び
付
か
な
い
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
傍
線
部
ａ
の
前
の
部
分
に
は
「
花
伝
に
出
だ
す
所
の
条
々
を
、
悉
く

稽
古
し
終
わ
り
て
、
さ
て
申
楽
を
せ
ん
時
に
、
そ
の
物
数
を
…
…
取
り
出
す
べ
し
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、『
花
伝
』
第
二
物も

の

学ま
ね

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
女
」

「
老
人
」「
直
面
」
等
異
な
る
物
ま
ね
の
題
材
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
観
客
に
新

鮮
だ
と
思
わ
せ
る
効
果
を
ね
ら
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
該
部
分
は
基
本
的
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に
は
同
じ
観
客

、
、
、
、

を
想
定
し
て
の
工
夫
を
説
い
た
論
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
ａ

の
後
の
「
も
と
見
し
風
情
な
れ
ど
も
、
物
数
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
そ
の
数
を
尽
く
す
ほ

ど
久
し
し
。
久
し
く
て
見
れ
ば
、
ま
た
め
づ
ら
し
き
な
り
」
の
文
言
も
、
や
は
り
基

本
的
に
同
じ
観
客
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
、「
時
の
人

の
好
み
」
に
合
わ
せ
る
べ
き
と
の
説
は
、
前
時
代
と
は
異
な
る
観
客

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
想
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
義
持
の
ご
と
く
幽
玄
風
を
好
む
観
客
に
対
し
て
は
、
一
つ
の

催
し
の
中
で
も
幽
玄
風
の
演
じ
方
が
多
く
な
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
異
な
る
題

材
の
組
み
合
わ
せ
に
重
点
を
置
い
て
曲
ご
と
の
目
新
し
さ
を
ね
ら
う
の
と
は
別
の
工

夫
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
右
に
述
べ
た
「
め
づ
ら
し
き
花
」
を

志
向
し
つ
つ
、
同
時
に
「
時
の
人
の
好
み
」
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
は
、
少
な
く
と
も

「
時
の
人
」
に
義
持
を
当
て
は
め
る
場
合
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、

「
め
づ
ら
し
き
花
」
を
志
向
す
る
右
傍
線
部
ａ
の
前
後
の
内
容
と
、「
時
の
人
の
好
み

の
品
」
を
重
視
す
る
傍
線
部
ａ
の
内
容
と
が
、
同
じ
段
階
の
論
で
あ
る
と
は
考
え
が

た
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
執
筆
時
期
が
異
な
る
も
の
で
、
右
傍
線
部
以
外
の

「
め
づ
ら
し
き
花
」
を
志
向
す
る
論
は
お
そ
ら
く
は
義
持
時
代
に
入
る
以
前
す
な
わ

ち
義
満
時
代
に
執
筆
さ
れ
、「
当
世
」
や
「
時
の
人
の
好
み
」
へ
の
言
及
が
見
え
る

ａ
部
分
の
内
容
は
、
右
の
論
を
基
盤
と
し
て
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
書
き
加
え
ら

れ
た@2

と
解
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
続
く
傍
線
部
ｂ
及
び
傍
線
部
ｃ
も
、
観
客
に
よ
る
嗜
好
の
違
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
意
識
さ

れ
た
表
現
で
あ
る
か
ら
、
ａ
と
同
じ
く
義
持
時
代
に
入
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
可
能

性
が
高
か
ろ
う
。
ま
た
、
時
に
合
わ
な
い
藝
を
、
夏
に
お
け
る
季
節
遅
れ
の
春
の
花

の
不
自
然
さ
に
譬
え
て
述
べ
た
ｄ
部
分
は
、
新
義
持
時
代
に
お
い
て
、
義
持
が
嗜
好

し
た
幽
玄
の
極
致
の
藝
を
身
に
付
け
な
く
て
は
時
代
遅
れ
に
な
る
こ
と
に
気
づ
き
、

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
前
時
代
と
は
別
の
工
夫
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
世
阿
弥

の
状
況
が
ふ
ま
え
ら
れ
た
言
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
は
断
定

で
き
な
い
が
、
ｄ
部
分
も
義
持
時
代
に
入
っ
て
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ

う@3

。次
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、〔
資
料
Ａ
〕
の
傍
線
部
以
外
の
部
分
が
、
そ
の
末
尾
に

引
用
さ
れ
た
『
花
伝
』
問
答
第
九
条
（「
花
の
段
」）
の
内
容
に
近
く
、
同
条
と
執
筆

時
期
が
近
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
答
第
九
条
は
、「
能
に

花
を
知
る
事
、
…
…
い
か
に
と
し
て
心
得
べ
き
や
」
と
い
う
問
に
始
ま
り
、
藝
の

「
花
」
が
久
し
く
失
わ
れ
な
い
「
ま
こ
と
の
花
」
を
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

た
ゞ
、
ま
こ
と
の
花
は
、
咲
く
道
理
も
散
る
道
理
も
、
心
の
ま
ゝ
な
る
べ
し
。

さ
れ
ば
久
し
か
る
べ
し
。（
中
略
）
た
ゞ
、
わ
づ
ら
は
し
く
は
心
得
ま
じ
き
な

り
。
先
、
七
歳
よ
り
こ
の
か
た
、
年
来
稽
古
の
条
々
、
物
ま
ね
の
品
々
を
、

能
々
心
中
に
あ
て
ゝ
分
か
ち
覚
え
て
、
能
を
尽
く
し
、
工
夫
を
極
め
て
後
、
こ

の
花
の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る
べ
し
。
こ
の
物
数
を
極
む
る

、
、
、
、
、
、

心
、
則
花
の
種
な
る

べ
し
。
さ
れ
ば
、
花
を
知
ら
ん
と
思
は
ゞ
、
先
種
を
知
る
べ
し
。
花
は
心
、
種

は
態
な
る
べ
し
。

右
で
注
目
す
べ
き
は
、「
物
数
」
を
極
め
る
（
傍
点
部
）
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
右
傍
線
部
が
、
当
初
「
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を
尽
く
し
て
後
」

な
ど
、「
物
数
」
の
語
が
含
ま
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
ら
し
い@4

こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

「
物
数
」
と
は
、『
花
伝
』
第
二
物
学
に
挙
げ
ら
れ
た
「
女
」「
老
人
」「
直
面
」
等
、

印
象
の
異
な
る
様
々
な
題
材
を
数
多
く
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
多
彩
な
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
指
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
想
定
し
う
る
す
べ
て
の
題
材
の
物
ま
ね
に
通
じ

て
い
る
こ
と
を
、
物
数
を
極
め
る
と
言
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕

の
傍
線
部
以
外
の
部
分
に
お
い
て
も
、
物
数
を
極
め
る
こ
と
は
重
視
さ
れ
、
右
の
問

答
第
九
条
を
引
用
し
た
部
分
を
含
め
「
物
数
」
の
語
が
六
例
見
え
て
も
い
る
（
傍
点

部
）。
こ
こ
で
世
阿
弥
は
、
物
数
を
極
め
な
け
れ
ば
「
め
づ
ら
し
き
」
を
実
現
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
々
の
ほ
か
に
、
世
阿

弥
伝
書
の
中
で
「
物
数
を
極
め
る
（
尽
く
す
）」
の
類
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
同
じ
『
花
伝
』
の
奥
義
前
半
部
の
み
で
あ
る@5

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
は
、
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問
答
第
九
条
を
執
筆
し
た
応
永
七
年
頃
か
ら
の
一
時
期
に
物
数
を
極
め
る
（
尽
く
す
）

こ
と
を
集
中
し
て
説
き
、
後
年
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
「
後
年
」
が
い
つ
頃
か
ら
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
が
、『
花
伝
』
第
六
花

修
に
「
物
数
」
や
「
物
数
を
極
め
る
（
尽
く
す
）」
の
類
の
表
現
が
す
で
に
用
い
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
花
修
の
執
筆
推
定
時
期@6

か
ら
推
す
と
、
そ
れ
は
応

永
十
年
代
半
ば
に
至
ら
な
い
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

右
に
述
べ
た
問
答
第
九
条
・
別
紙
第
一
条
・
奥
義
前
半
部
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
応
永
十

年
代
に
入
っ
た
頃
ま
で
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
前

両
者
に
お
い
て
は
「
物
数
」
の
概
念
に
と
く
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
お
り@7

、
と
も
に

後
者
の
奥
義
前
半
部
よ
り
執
筆
が
早
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る@8

。
こ
の
よ
う
に
、

問
答
第
九
条
と
別
紙
第
一
条
と
が
「
物
数
」
の
概
念
に
関
し
て
思
想
的
に
ほ
ぼ
同
じ

段
階
の
論
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
の
傍
線
部
以
外
の
部
分
の
内

容
は
、
以
前
筆
者
が
推
定
し
た
ご
と
く
、
初
期
三
篇
（
最
終
条
は
問
答
第
九
条
）
が
ま

と
め
ら
れ
た
応
永
七
年
を
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
よ
う@9

。

以
上
よ
り
、
別
紙
第
一
条
の
論
は
、「
物
数
」
を
重
視
し
「
花
」
に
関
し
て
「
め

づ
ら
し
き
」
を
志
向
し
た
基
盤
の
論
に
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
時
代
の
傾
向
や

観
客
の
嗜
好
を
意
識
し
た
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
の
内
容
を
書
き
加
え
た#0

も
の
と

考
え
ら
れ
る#1

。
現
在
伝
わ
る
別
紙
の
両
系
統
の
本
は
、
そ
の
よ
う
な
変
更
の
後
の
本

文
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
両
系
統
の
本
以
前
に
、
現
存
し

な
い
ひ
と
ま
と
ま
り
の
別
紙
（
以
下
こ
れ
を
「
草
稿
」
と
呼
ぶ
）
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
、
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
別
紙
の
草
稿
の
推
定

―
当
初
の
別
紙
が

現
存
本
の
第
四
条
ま
で
で
あ
っ
た
可
能
性

―

前
節
に
別
紙
草
稿
の
存
在
を
推
定
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
推
定
を
行
っ
た
か
ら
に

は
、
草
稿
の
全
体
像
を
呈
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
考
え
る
。
本
節
で
は
そ
の
こ
と

に
言
及
し
た
い
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
当
初
の
別
紙
は
、
現
在
の
第
四
条
の
次
の
部
分
ま
で
で
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

十
体
を
得
た
ら
ん
為
手
は
、
同
じ
こ
と
を
一
廻
り
一
廻
り
す
る
と
も
、
そ
の
一

通
り
の
間
久
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
め
づ
ら
し
か
る
べ
し
。
十
体
を
得
た
ら
ん
人

は
、
そ
の
内
の
故
実
・
工
夫
に
て
は
、
百
色
に
も
わ
た
る
べ
し
。
ま
づ
、
五

年
・
三
年
に
一
遍
づ
つ
も
、
め
づ
ら
し
く
し
替
ゆ
べ
き
工
夫
を
持
つ
べ
し
。
こ

れ
は
、
大
き
な
る
あ
て
が
い
な
り
。
ま
た
は
、
一
年
の
内
に
（
て
）
も
、
四
季

折
節
を
も
心
に
か
く
べ
し
。
ま
た
、
日
を
重
ね
た
る
申
楽
、﹇
一
日
の
う
ち
は

申
に
﹈
及
ば
ず
、
風
体
﹇
の
品
々
を
色
ど
る
べ
し
。﹈
か
や
う
に
、
大
綱
よ
り

初
て
、
ち
ゝ
と
あ
る
こ
と
ま
で
も
、
自
然
自
然
に
心
に
か
く
れ
ば
、
一
期
、
花

は
失
せ
ま
じ
き
な
り
。
…
…
〔
資
料
Ｄ
〕

こ
の
直
後
に
は
、「
又
云
、
十
体
を
知
ら
ん
よ
り
は
、
年
々
去
来
の
花
を
忘
る
べ
か

ら
ず
」
の
文
に
始
ま
る
比
較
的
長
文
の
後
半
部
（「
年
々
去
来
の
花
」
の
説
）
が
続
く

が
、
こ
の
部
分
は
後
年
に
書
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
が
後
年
の
「
増
補
」
部
分
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と
は
す
で
に

表
章
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る#2

が
、
そ
こ
に
世
阿
弥
が
後
年
と
く
に
親
し
ん
だ

禅
に
深
く
か
か
わ
る
語
句
・
禅
的
思
想
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
が
義
持
時

代
に
入
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る

（
次
節
に
詳
述
）。
こ
の
考
え
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
別
紙
草
稿
が
第
四
条
ま
で
で

あ
っ
た
、
つ
ま
り
右
〔
資
料
Ｄ
〕
末
尾
部
分
ま
で
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
根
拠
を
述
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べ
る
。

現
存
本
の
第
四
条
前
半
部
（〔
資
料
Ｄ
〕
部
分
）
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
第
一
は
、

末
尾
の
「
一
期
、
花
は
失
せ
ま
じ
き
な
り
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
初

期
三
篇
が
『
花
伝
』
と
い
う
書
名
で
ま
と
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
別
紙
第
一

条
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
高
齢
に
な
っ
て
も
「
花
」
が
失
わ
れ
な
い
「
ま
こ
と
の
花
」

を
世
阿
弥
が
志
向
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。「
一
期
、
花
は
失
せ
ま
じ
き
な
り
」
は
、

ま
さ
に
そ
の
端
的
な
表
現
で
あ
り
、
一
条
の
末
尾
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
内

容
の
伝
書
の
最
後
を
締
め
括
る
に
も
ふ
さ
わ
し
い
文
言
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
別
紙
草
稿
が
右
の
部
分
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
点
と
し
て
ま

ず
こ
の
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。

次
に
、
注
意
す
べ
き
第
二
は
、
そ
の
論
旨
で
あ
る
。〔
資
料
Ｄ
〕
部
分
の
論
で
重

視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
催
し
の
内
部
に
お
け
る
工
夫
と
同
時
に
、「
大
綱
」

す
な
わ
ち
五
年
・
三
年
、
ま
た
四
季
（
一
年
）
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
に
よ
っ
て
演
能

を
捉
え
た
上
で
の
工
夫
の
必
要
性
で
あ
り
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
ン
の
想
定
上
で

の
「
め
づ
ら
し
き
」
の
意
識
化
と
、
そ
れ
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
大
綱
」

に
お
け
る
工
夫
と
は
、
長
期
に
亙
れ
ば
観
客
が
同
じ
役
者
の
藝
を
何
度
も
見
る
機
会

が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
役
者
の
藝
の
評
判
が
立
つ
こ
と
を
ふ
ま
え
、
一
つ
の
催
し

の
内
部
だ
け
で
な
く
催
し
が
度
重
な
っ
た
と
し
て
も
「
め
づ
ら
し
き
」
が
保
た
れ
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
も
、
前
節
に
述
べ
た
当
初
の
第
一
条
の
「
め
づ

ら
し
き
花
」
の
論
（
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
以
外
の
部
分
）
と
同
じ
く
、
同
じ
観
客

、
、
、
、

ま
た
は
互
い
に
接
点
の
あ
る
観
客
同
士

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
想
定
し
た
工
夫
を
説
い
た
も
の
と
解
さ
れ

る#3

。
し
た
が
っ
て
、〔
資
料
Ｄ
〕
部
分
は
、
観
客
に
よ
る
嗜
好
の
違
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
焦
点
が
当

て
ら
れ
た
第
一
条
の
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
以
前
の
内
容
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
お
そ
く
と
も
世
阿
弥
が
義
持
新
時
代
を
意
識
す
る
以
前
に
執
筆
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る#4

。

こ
れ
に
対
し
、
別
紙
の
現
存
本
第
五
条
の
論
旨
は
、
義
持
時
代
に
お
け
る
世
阿
弥

の
考
え
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
で
は
「
幽

玄
」
の
物
ま
ね
の
対
象
と
「
強
き
」
物
ま
ね
の
対
象
と
が
対
比
さ
れ
、「
怒
れ
る
風

体
を
せ
ん
時
は
、
や
わ
ら
か
な
る
心
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」、「
幽
玄
の
物
ま
ね
に
、
強

き
理
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
か
れ
て
お
り
、「
幽
玄
」
一
方
、「
強
き
」
一
方
と
い

う
捉
え
方
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
「
幽
玄
」「
強
き
」
の
対

比
と
と
も
に
物
ま
ね
の
在
り
方
に
言
及
さ
れ
た
『
花
伝
』
第
六
花
修
の
第
三
条
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
ま
ね
の
対
象
を
「
よ
く
し
似
せ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
幽
玄
の
物
ま

ね
は
幽
玄
に
な
り
、
強
き
は
を
の
づ
か
ら
強
」
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
述

べ
ら
れ
る
。
最
近
筆
者
は
、
花
修
第
三
条
の
基
盤
と
言
え
る
こ
の
論
が
、
幽
玄
を
嗜

好
す
る
義
持
時
代
を
投
影
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
、
同
時
に
、
花
修
の

同
条
の
「
そ
の
当
世
当
世
の
風
儀
に
て
、
幽
玄
を
も
て
あ
そ
ぶ
見
物
衆
の
前
に
て
は
、

強
き
方
を
ば
、
少
し
物
ま
ね
に
は
づ
る
ゝ
と
も
、
幽
玄
の
方
へ
は
遣
ら
せ
給
べ
し
」

と
い
う
文
言
は
右
の
基
盤
の
論
に
矛
盾
し
て
お
り
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
そ
の

嗜
好
を
反
映
し
て
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た#5

。
今
こ
れ
を

ふ
ま
え
る
と
、
別
紙
第
五
条
の
「
怒
れ
る
風
体
を
せ
ん
時
は
、
や
わ
ら
か
な
る
心
を

忘
る
べ
か
ら
ず
」
等
の
説
は
、
花
修
第
三
条
に
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
「
そ
の
当

世
当
世
の
」
以
下
の
文
言
に
通
じ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、「
強
き
」
対
象
を
も
幽
玄

風
に
演
じ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
義
持
時
代
に
お
け
る
工
夫
と
見
る
の
が
自
然
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
第
二
節
に
、「
義
持
の
ご
と
く
幽
玄
風
を
好
む
観
客
に
対
し
て
は
、

（
中
略
）
異
な
る
題
材
の
組
み
合
わ
せ
に
重
点
を
置
い
て
曲
ご
と
の
目
新
し
さ
を
ね

ら
う
の
と
は
、
別
の
工
夫
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の

「
異
な
る
工
夫
」
の
一
つ
が
、
右
の
事
柄
で
あ
る
と
も
想
像
し
う
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
別
紙
の
現
存
本
第
五
条
は
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い#6

。
以
上
の
ご
と
く
、
別
紙
の
現
存
本
第
四
条
前
半
部
が
義
持
新
時
代
を
意
識
す
る
以

前
の
論
と
解
さ
れ
、
そ
の
末
尾
の
文
言
が
『
花
伝
』
を
締
め
括
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
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の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
五
条
が
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
第
四
条
前
半
部
と
第
五
条
以
下
の
執
筆
時
期
は
離
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
く
、
別
紙
は
当
初
、
別
紙
現
存
本
八
箇
条
の
う
ち
の
前
半
に
当
た
る
第
一
条

か
ら
第
四
条
ま
で
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
後
年
に
書
き
加
え
ら
れ
た
内
容
を
除
く
）
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
何
人
か
が
伝
承
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
相
伝

が
行
わ
れ
る
前
に
、
世
阿
弥
自
身
が
現
在
の
四
郎
相
伝
本
の
形
に
書
き
改
め
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
筆
者
が
当
初
の
別
紙
を
「
草
稿
」
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
意
味
か
ら
で

あ
る#7

。
ま
た
、
以
上
の
推
測
か
ら
、
別
紙
の
草
稿
は
第
六
、
、

花
修
の
草
稿
よ
り
も
執
筆
開
始

時
期
・
成
立
時
期
と
も
に
早
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
別
紙
を
世
阿
弥
が
四
郎
本

段
階
で
第
七
、
、

と
称
し
た#8

の
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
巻
序
が
相
伝
時
期
の
順
を
表
し

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
憶
測
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
、『
花
伝
』
の
巻
序
が
執
筆
開
始
時
期
・
草
稿
成
立
時
期
の
順

を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

四
、
現
存
別
紙
前
半
部
に
お
け
る
禅
と
の
か
か
わ
り
の
反
映

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
義
持
時
代
を
意
識
す
る
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
当
初

の
別
紙
（
同
篇
の
草
稿
）
は
、
現
存
本
八
箇
条
の
第
四
条
前
半
部
ま
で
か
ら
成
っ
て

い
た
も
の
で
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
そ
こ
に
新
た
な
内
容
が
書
き
加
え
ら
れ
、
現
存

本
の
本
文
に
書
き
変
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
現
存
本
の
第
一
条
の
一

部
の
本
文
（
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
）
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
現
存
本
第

四
条
ま
で
の
条
々
の
本
文
の
一
部
に
は
、
前
節
に
述
べ
た
第
四
条
後
半
部
を
含
め
、

こ
れ
以
外
に
も
義
持
時
代
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
部
分
が
数
箇
所
あ

り
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
は
、
と
も
に
世
阿
弥
が
禅
と
か
か
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
が
反

映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

本
節
で
は
そ
れ
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
世
阿
弥
の
禅
と
の
か
か
わ

り
が
始
ま
る
時
期
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
最
も
参
照

す
べ
き
は
玉
村
竹
二
氏
の
「
足
利
義
持
の
禅
宗
信
仰
に
つ
い
て
」、
及
び
落
合
博
志

氏
の
「
世
阿
弥
の
い
る
場
所

禅
的
環
境

―
東
福
寺
そ
の
他
」
の
両
論
考
で
あ
ろ

う#9

。
す
な
わ
ち
、
玉
村
氏
は
義
持
が
禅
に
深
く
傾
倒
し
日
常
も
禅
僧
と
し
て
の
意
識

を
も
っ
て
振
舞
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
落
合
氏
は
玉
村
氏
説
を
承
け

て
、「
義
持
時
代
の
世
阿
弥
に
と
っ
て
は
奉
仕
先
の
将
軍
家
自
体
が
既
に
一
つ
の
禅

的
環
境
」
で
あ
り
、「
義
持
（
お
よ
び
追
随
す
る
諸
大
名
）
の
禅
愛
好
の
風
潮
の
影
響

を
受
け
な
い
こ
と
の
方
が
難
し
か
っ
た
」
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
落

合
氏
は
、
義
持
の
信
任
が
厚
か
っ
た
禅
僧
岐
陽
方
秀
と
世
阿
弥
と
の
交
流
を
、
方
秀

が
京
都
で
活
躍
し
た
時
期
、
及
び
方
秀
と
親
密
で
あ
っ
た
細
川
満
元
と
世
阿
弥
と
の

交
流
開
始
推
定
時
期
の
下
限
か
ら
、「
遅
く
と
も
応
永
二
十
年
代
前
半
に
は
始
ま
っ

て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
」
で
あ
り
、「
憶
測
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
応
永
二
十
年
以

前
に
遡
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
と
思
う
」
と
精
密
か
つ
慎
重
に
推
測
し
て
お
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
拠
れ
ば
、
世
阿
弥
が
禅
に
か
か
わ
り
の
深
い
語
句
や
禅

的
思
想
を
積
極
的
に
学
び
能
楽
論
に
そ
れ
が
投
影
さ
れ
る
の
が
応
永
二
十
年
以
前
で

あ
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
方
、
世
阿
弥
が
こ
の
よ
う
に
禅
に
親
し

む
よ
う
に
な
っ
た
の
が
義
持
時
代
以
前
に
遡
ら
な
い
こ
と
に
も
異
論
の
余
地
は
あ
る

ま
い$0

。
最
初
に
こ
の
こ
と
を
確
認
し
、
以
下
現
存
別
紙
第
四
条
ま
で
の
条
々
に
お
い

て
、
義
持
時
代
が
幕
を
開
け
た
応
永
十
五
年
五
月
以
降
、
禅
を
投
影
し
て
草
稿
に
書

き
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
部
分
を
指
摘
す
る
。

第
一
条
に
は
、
本
稿
第
二
節
に
〔
資
料
Ａ
〕
と
し
て
掲
出
し
た
本
文
以
外
に
、
そ

こ
で
省
略
し
た
本
文
（〔
資
料
Ａ
〕
に
「
中
略
」「
後
略
」
と
記
し
た
部
分
）
が
存
す
る
。

同
条
に
お
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
、
そ
の
部
分
に
世
阿
弥
と
禅
と
の
か
か

わ
り
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、〔
資
料
Ａ
〕
に
「
中
略
」
と
記
し
た
部
分
に
は
、
次
の
本
文
が
存
す
る
。
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能
も
、
住
す
る
所
な
き
を
、
ま
づ
花
と
知
る
べ
し
。
住
せ
ず
し
て
、
余
の
風
体

に
移
れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
な
り
。
…
…
〔
資
料
Ｂ
〕

右
で
注
意
す
べ
き
は
、「
住
す
る
」「
住
せ
ず
」
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
住
す
る
」「
住
せ
ず
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
一
般
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、

仏
道
に
関
連
が
深
く
、
仏
典
に
、
ま
た
そ
の
中
の
禅
籍
に
散
見
す
る
。
し
か
も
、

「
住
す
る
」「
住
せ
ず
」
は
初
期
三
篇
に
は
ま
っ
た
く
例
が
な
く
、
別
紙
以
外
に
は
、

奥
義
後
半
部
及
び
『
花
鏡
』
事
書
第
七
条
・
『
申
楽
談
儀
』
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
か
ま
た
は
そ
の
可

能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
し
か
も
そ
の
説
は
仏
説
・
禅
籍
と
か
か
わ
り
が
深
い
。
す

な
わ
ち
、
奥
義
後
半
部
の
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

寿
福
増
長
の
た
し
な
み
と
申
せ
ば
と
て
、
ひ
た
す
ら
世
間
の
理
に
か
ゝ
り
て
、

若
欲
心
に
住
せ
ば
、
こ
れ
、
第
一
、
道
の
廃
る
べ
き
因
縁
な
り
。

右
の
例
は
、
前
後
の
内
容
か
ら
も
仏
説
を
投
影
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

し
か
も
こ
の
部
分
は
夢
窓
疎
石
の
『
夢
中
問
答
集
』
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ

る$1

。
次
に
『
花
鏡
』
事
書
第
七
条
の
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
望
を
得
る
事
、
都
に
て
褒
美
を
得
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
や
う
の
人
も
、

在
国
し
て
、
田
舎
に
て
は
、
都
の
風
体
を
忘
れ
じ
と
す
る
劫
ば
か
り
に
て
、
結

句
、
よ
き
事
を
も
忘
れ
じ

く
と
す
る
程
に
、
少
々
と
、
よ
き
風
情
の
こ
く
な

る
所
を
覚
え
ね
ば
、
悪
き
劫
に
な
る
也
。
こ
れ
を
住
劫
、
、

と
嫌
ふ
な
り
。（
中
略
）

た
ゞ
、
返
す

ぐ
、
心
に
も
覚
え
ず
、
よ
き
劫
の
住
し
て

、
、
、

、
悪
き
劫
に
な
る
所

を
用
心
す
べ
し
。

右
に
見
え
る
「
住
劫
」
は
、
元
来
仏
語
で
あ
り
、
右
の
例
も
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
世
阿
弥
伝
書
に
お
け
る
仏
説
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
世
阿
弥
が

義
持
時
代
を
と
く
に
意
識
す
る
以
前
に
基
盤
の
論
が
執
筆
さ
れ
た
初
期
三
篇
・
奥
義

前
半
部
・
花
修
で
は
、
後
年
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
一
部
を
除
い
て
仏
説

に
触
れ
ら
れ
な
い
か
ら
、
世
阿
弥
伝
書
に
お
け
る
仏
説
は
、
と
く
に
禅
色
が
濃
い
も

の
で
な
く
と
も
ほ
と
ん
ど
が
禅
僧
を
経
由
し
て
知
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
別
紙
第
一
条
の
右
〔
資
料
Ｂ
〕
の
部
分
は
、
義
持
時
代
に
草
稿
に
書
き
加

え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か$2

。
当
該
部
分
は
、「
花
」「
め
づ
ら
し
き
」
の
概
念
に

言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
、
第
二
節
に
掲
げ
た
〔
資
料
Ａ
〕
の
傍
線
部
以
外
の
部
分
と

共
通
す
る
が
、
仏
説
・
禅
的
思
想
の
概
念
を
後
か
ら
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
め
づ

ら
し
き
」
を
重
視
し
た
既
成
の
「
花
」
の
論
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、「
住
せ
ず
」
の
概
念
を
用
い
て
、
基
本
的
に
同
じ
観
客

、
、
、
、

を
対
象
と

し
た
、
物
ま
ね
の
様
々
な
題
材
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
そ
れ
ま
で
の
「
め
づ
ら
し
き
」

の
概
念
に
、
時
代
傾
向
や
観
客
の
嗜
好
の
違
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
応
じ
て
演
じ
方
を
変
え
る
べ
き
と

い
っ
た
意
味
を
新
た
に
重
ね
、「
め
づ
ら
し
き
」
の
論
を
新
し
い
義
持
時
代
に
適
用

す
べ
く
書
き
変
え
た
の
で
あ
ろ
う$3

。

次
に
、〔
資
料
Ａ
〕
に
「
後
略
」
と
記
し
た
部
分
に
は
、
以
下
の
本
文
が
存
す
る
。

物
ま
ね
の
鬼
の
段
に
、「
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
者
は
、
鬼
の
面
白
き
所
を

（
も
）
知
﹇
る
ま
じ
き
」
と
も
申
﹈
た
る
は
、
こ
と
物
数
を
尽
く
し
て
、
鬼
を

め
づ
ら
し
く
し
出
し
た
ら
ん
は
、
め
づ
ら
し
き
所
花
な
る
ほ
ど
に
、（
お
）
も

し
ろ
か
る
べ
し
。
余
の
風
体
は
な
く
て
、
鬼
ば
か
り
を
す
る
上
手
と
思
は
ば
、

よ
く
し
た
り
と
は
見
ゆ
る
ゝ
と
も
、
め
づ
ら
し
き
心
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
見
ど

こ
ろ
に
花
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
と
申
（
た
る
）

も
、
鬼
を
ば
、
い
か
ほ
ど
も
強
く
、
恐
ろ
し
く
、
肝
を
（
消
す
）
や
う
に
す
る

な
ら
で
は
、
お
よ
そ
の
風
体
な
し
。（
こ
れ
）
巌
な
り
。
花
と
い
ふ
は
、
余
の

風
体
を
も
残
さ
ず
し
て
、
幽
玄
至
極
の
上
手
と
人
の
思
ひ
慣
れ
た
る
所
に
、
思

ひ
の
外
に
鬼
を
す
れ
ば
、
め
づ
ら
し
く
見
ゆ
る
ゝ
所
、
こ
れ
花
な
り
。
し
か
れ

ば
、（
お
）
に
ば
か
り
を
せ
ん
為
手
は
、
巌
ば
か
り
に
て
、
花
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。（
後
略$4

）…
…
〔
資
料
Ｃ
〕

右
の
引
用
部
分
に
は
、
初
期
三
篇
の
物
学
に
も
記
さ
れ
る
「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご

と
し
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。
こ
の
文
言
に
つ
い
て
、
以
前
石
黒
吉
次
郎
氏
が
、
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夢
窓
疎
石
の
偈
頌
「
春
巌
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
下
所
収
）
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て

い
る$5

。
次
に
そ
れ
を
引
い
て
お
こ
う
。

融
通
煦
日
旺
二

和
気
一

枯
木
陰
崖
也
著
レ

花

欲
レ

問
三

空
生
坐
二

何
処
一

煙
霞
影
裏
路
千
差

石
黒
氏
は
、「
巌
」
と
「
花
」
を
結
び
付
け
た
他
の
文
献
に
も
言
及
さ
れ
た
う
え
で
、

世
阿
弥
の
「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
が
巌
の
上
の
木
が
花
を
着
け
る
と
の
意

味
に
解
さ
れ
る
点
か
ら
、
右
の
疎
石
の
偈
頌
に
近
い
趣
が
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
石
黒
氏
説
の
と
お
り
、
現
在
管
見
に
入
る
例
の
中
で
は
、
疎
石
の
偈
頌
が

世
阿
弥
の
「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
と
最
も
近
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る

し
、
疎
石
が
将
軍
直
義
の
問
に
答
え
『
夢
中
問
答
集
』
を
撰
述
し
た
こ
と
に
よ
り
、

後
の
足
利
幕
府
に
よ
っ
て
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
参
照
さ
れ
よ
う
。
ま
た
石

黒
氏
は
、
物
学
「
老
人
」
・
別
紙
第
三
条
に
見
え
る
「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と

し
」
も
、
疎
石
の
右
の
句
に
通
う
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
洞
山
の
功
勲
五
位
の
偈

頌
に
も
「
枯
木
花
開
劫
外
春
」
の
句
が
見
え
る
か
ら
、
必
ず
し
も
疎
石
の
偈
頌
か
ら

発
想
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
れ
も
禅
の
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
た
も
の
に
ほ
か
な

る
ま
い$6

。
加
え
て
、
石
黒
氏
が
「
老
木
の
花
」「
巌
の
花
」
を
「
一
種
の
公
案
」
に

な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
石
黒
氏
説

を
要
す
れ
ば
、
疎
石
の
右
の
句
な
ど
を
知
っ
た
世
阿
弥
が
、
そ
れ
を
も
と
に
公
案
風

の
句
を
作
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
物
学
「
鬼
」

の
条
の
「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
の
句
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
一
連
の
部
分
、

及
び
別
紙
第
一
条
の
右
〔
資
料
Ｃ
〕
の
部
分
は
、
い
ず
れ
も
世
阿
弥
が
禅
に
親
し
む

よ
う
に
な
っ
た
義
持
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
も
の
と
考
え
る$7

。
そ
し
て
、

右
に
述
べ
た
別
紙
第
三
条
末
尾
の
「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
の
文
言
に
も
、

同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う$8

。

次
に
、
第
二
条
に
お
け
る
次
の
二
箇
所
に
も
世
阿
弥
の
禅
と
の
か
か
わ
り
が
反
映

さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
義
持
時
代
に
そ
の
前
後
が
書
き
変
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。い

つ
も
の
風
情
・
音
曲
な
れ
ば
、「
さ
や
う
に
ぞ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」
と
人
の
思

い
慣
れ
た
る
所
を
、
さ
の
み
に
住
せ
ず
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
心
根
に
、
同
じ
風
情
な
が
ら
、

も
と
よ
り
は
軽
々
と
風
体
を
し
て
、
い
つ
も
の
音
曲
な
れ
ど
も
、
な
を
故
実
を

め
ぐ
ら
し
て
、
曲
を
色
ど
り
、
声
色
を
た
し
な
み
て
、（
後
略
）
…
…
第
二
条

（
①
）

同
じ
上
手
、
同
じ
花
の
内
に
て
も
、
無
上
の
公
案
を
極
め
た
ら
ん
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
な
を
勝

つ
花
を
知
る
べ
し
。
…
…
第
二
条
（
②
）

右
①
「
住
せ
ず
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
に
関
し
て
先
述
し
た
。
傍
点
部
が
、
義
持

時
代
に
入
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
②
は
、「
公
案
」
を
含
む

傍
点
部
と
そ
の
前
後
が
当
初
の
別
の
本
文
か
ら
書
き
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ

う
。最

後
に
、
前
節
に
触
れ
た
第
四
条
後
半
部
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
氏
は
こ
の
部
分

が
後
に
書
き
足
さ
れ
た
こ
と
を
断
定
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
去
来
」

の
語
（「
―
去
―
来
」
の
形
を
含
む
）
は
禅
籍
に
散
見
し
、
ま
た
、「
初
心
を
忘
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
文
言
は
、
五
山
版
と
し
て
出
版
も
さ
れ
た
『
宗
鏡
録
』
に
由
来
す
る

も
の
と
見
ら
れ
る$9

。
こ
の
よ
う
に
当
該
部
分
に
は
禅
の
色
彩
が
濃
い
こ
と
か
ら
、
義

持
時
代
に
入
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
四
箇
条
か
ら
成
っ
て
い
た
別
紙
の
草
稿
の
す
べ
て
の
条
の
本
文

が
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
変
更
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
は

世
阿
弥
の
禅
と
の
か
か
わ
り
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
、『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
成
立
に
つ
い
て
、
主
に
そ
の
内
容
と

思
想
の
検
証
・
考
察
に
よ
っ
て
推
測
し
た
。
応
永
七
年
を
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
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に
執
筆
が
始
ま
り
、
遅
く
と
も
義
持
時
代
が
強
く
意
識
さ
れ
る
以
前
に
書
き
上
げ
ら

れ
た
草
稿
に
、
後
年
、
義
持
時
代
を
投
影
し
て
内
容
が
大
き
く
変
更
さ
れ
、
本
文
も

大
量
に
書
き
足
さ
れ
た
と
い
う
本
稿
の
推
測
は
、
あ
る
い
は
大
胆
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
世
阿
弥
能
楽
論
の
従
来
の
成
立
説
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
こ
の
結
論
は

さ
ほ
ど
驚
く
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、『
花
伝
』
に
限
っ
て
も
、
従
来
、
第
四
神
儀
と
本
稿
に
論
じ
た
別
紙

と
を
除
い
た
す
べ
て
の
篇
に
、
禅
や
義
持
の
幽
玄
風
愛
好
を
投
影
し
た
と
見
ら
れ
る

後
年
の
本
文
変
更
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
一
部
は
長
い
本
文
が
書
き
足
さ
れ

る
な
ど
、
量
的
に
見
て
も
か
な
り
大
き
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
花
鏡
』

は
も
と
『
花
習
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
に
、
部
分
的
な
本
文
改
変
が
行
わ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
新
た
に
四
箇
条
の
本
文
が
書
き
足
さ
れ
、
書
名
が
変
更
さ
れ
て
成
立

し
た
こ
と
が
、
資
料
的
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
照
ら
せ
ば
、
別
紙
に
も
同
様

の
本
文
変
更
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。ま

た
、
こ
の
よ
う
に
世
阿
弥
が
能
楽
論
の
内
容
を
大
き
く
変
更
し
た
背
景
が
、
義

満
時
代
か
ら
義
持
時
代
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
最
近
の
花
修
に
つ
い
て
の
筆

者
の
考
察%0

と
本
稿
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
世
阿
弥
の
能

楽
論
に
お
け
る
後
年
の
内
容
変
更
が
、『
花
伝
』『
花
鏡
』
に
と
く
に
顕
著
に
窺
わ
れ
、

そ
れ
以
後
の
論
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

も
、『
花
伝
』『
花
鏡
』
が
、
義
満
時
代
に
、
ま
た
は
義
持
時
代
を
背
景
と
し
た
教

養
・
思
想
に
い
ま
だ
習
熟
し
て
い
な
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
始
め
た
こ
と
に
因
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
。
義
持
時
代
の
教
養
・
思
想
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
禅

や
幽
玄
風
の
洗
練
な
ど
で
あ
る%1

。

こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
義
持
（
義
持
時
代
）
が
世
阿
弥
能
楽
論
に
与
え
た
影

響
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で

世
阿
弥
能
楽
論
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
そ
の
新
た
な
視
点

を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
も
、
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る%2

。
こ
こ
で
は
重
要
な
一

例
を
挙
げ
よ
う
。
先
述
し
た
別
紙
第
一
条
の
「
め
づ
ら
し
き
花
」
の
論
は
、「
ま
こ

と
の
花
」
を
追
究
し
た
初
期
三
篇
を
書
き
終
え
、
別
紙
第
一
条
の
執
筆
に
及
ん
だ
頃

の
世
阿
弥
に
と
っ
て
は
、
自
信
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
、
論
そ
の
も

の
の
書
き
ぶ
り
か
ら
窺
わ
れ
る
。
世
阿
弥
自
身
、
能
楽
論
に
関
し
て
新
境
地
を
拓
い

た
と
の
手
応
え
を
感
じ
て
い
た
と
想
像
し
て
も
大
過
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
義
満

時
代
に
は
合
致
し
て
い
た
そ
の
論
も
、
時
代
が
移
っ
て
義
持
が
重
要
な
観
客
に
な
る

と
、
思
い
の
ほ
か
効
果
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
強
く
意
識
さ
れ
た
の
が
、
時、

代
傾
向
や
観
客
の
好
み
の
違
い
へ
の
視
点

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
義
持
時
代
の
到
来
は
、

「
ま
こ
と
の
花
」
の
論
を
揺
る
が
す
ほ
ど
大
き
な
世
阿
弥
の
思
想
の
転
機
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
世
阿
弥
は
自
説
を
大
き
く
転
換
し
た
。

世
阿
弥
の
転
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
そ
れ
を
権
力
者
に
阿
っ
た
態
度
と
結
論

づ
け
は
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
見
方
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
よ
う
け
れ
ど

も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
点
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
常
識
や
視
点
が
通
用
し
な
い

新
時
代
に
突
入
し
、
そ
れ
を
懸
命
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
に
新

た
な
視
点
が
生
じ
、
同
人
の
思
想
が
強
靱
に
な
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
今
後
の
筆

者
の
論
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

注q

別
紙
は
世
阿
弥
に
よ
っ
て
『
花
伝
』
第
七
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、『
花
伝
』

の
伝
本
と
し
て
は
初
期
三
篇
（
年
来
稽
古
・
物
学
・
問
答
）・
神
儀
・
奥
義
か
ら
成
る

『
風
姿
花
伝
』
と
、『
花
伝
』
第
六
花
修
・『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
三
種
の
本
が
現
存
し
、

こ
れ
ら
を
一
つ
に
ま
と
め
た
本
は
伝
存
し
な
い
。
四
郎
本
の
奥
書
は
焼
損
。
四
郎
は

世
阿
弥
の
弟
で
あ
り
、
元
次
は
世
阿
弥
の
子
息
で
世
阿
弥
が
自
身
の
後
継
者
と
見
な

し
た
元
雅
の
前
名
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
郎
本
の
相
伝
時
期
は
詳
し
く
は

知
ら
れ
な
い
が
、
第
二
次
相
伝
本
で
あ
る
元
次
本
系
の
奥
書
に
あ
る
「
此
別
紙
条
々
、

先
年
、
、

弟
四
郎
相
伝
ス
ル
ト
云
ヘ
ド
モ
」
と
の
文
言
か
ら
、
応
永
二
十
四
年
以
前
に
相
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伝
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
両
系
統
の
本
文
は
異
同
が
大
き
く
、
そ
の
間
に

世
阿
弥
自
身
が
本
文
を
書
き
変
え
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

w

こ
れ
は
、
初
期
三
篇
の
最
終
条
に
当
た
る
問
答
第
九
条
に
、「
ま
こ
と
の
花
は
、
咲

く
道
理
も
散
る
道
理
も
、
心
の
ま
ゝ
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
久
し
か
る
べ
し
。
此
理
を

知
ら
む
事
、
い
か
ゞ
す
べ
き
。
も
し
、
別
紙
の
口
伝
に
あ
る
べ
き
か
」
と
別
紙
の
名

が
す
で
に
見
え
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
た
だ
し
、
右
の
「
も
し
、
、

、
別
紙
の
口
伝
に

、
、
、
、
、
、

あ
る
べ
き
か

、
、
、
、
、

」
の
一
文
は
後
年
の
増
補
で
あ
る
と
の
可
能
性
が
、
そ
の
後
表
章
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
（
注
e
を
参
看
）、
現
在
で
は
、
こ
の
一
文
だ
け
を
根
拠
に
、
別
紙

の
腹
案
が
初
期
三
篇
執
筆
時
か
ら
あ
っ
た
と
見
な
す
の
は
早
計
で
あ
る
と
言
え
る
。

e

日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）
解
説
（〔
収
載

書
解
題
〕）・
岩
波
講
座
『
能
・
狂
言
Ⅱ
能
の
伝
書
と
芸
論
』（
岩
波
書
店
、
平
成
三
年
）

21
・
46
・
60
頁
。
後
者
の
46
頁
に
は
、
注
w
に
述
べ
た
ご
と
く
、『
花
伝
』
問
答
第
九

条
の
「
も
し
、
別
紙
の
口
伝
に
あ
る
べ
き
か
」
の
一
文
が
「
増
補
」
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
「
花
に
つ
い
て
の
詳
論
は
別
の
書

物
で
行
う
こ
と
が
世
阿
弥
の
当
初
か
ら
の
方
針
で
あ
っ
た
ろ
う
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

別
紙
の
腹
案
が
初
期
三
篇
執
筆
時
か
ら
あ
っ
た
と
の
従
来
の
見
方
は
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
表
氏
に
よ
る
四
郎
本
の
相
伝
時
期
の
推
定
は
、
主
に
注
w
に
示
し

た
元
次
本
の
奥
書
の
文
言
に
よ
る
大
凡
の
推
定
で
あ
る
。

r

「『
花
伝
』
初
期
の
成
立
の
経
緯
と
世
阿
弥
の
「
花
」」（『
能
研
究
と
評
論
』
第
二

十
一
号
、
平
成
八
年
三
月
）。

t

な
お
注
@8
を
参
看
。

y

「『
花
伝
』
第
六
花
修
の
本
文
変
更

―
義
持
新
時
代
に
お
け
る
世
阿
弥
の
転
向

―
」（『
藝
能
史
研
究
』
一
六
三
号
、
平
成
十
五
年
十
月
）。

u

注
y
に
掲
出
。

i

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
資
料
的
位
置
付
け
を
主
な
目
的
と
し
た
時
に
用
い
る
、

「
本
文
の
改
訂
（
増
補
）」
と
い
う
表
現
を
用
い
ず
、「
内
容
の
変
更
（
書
き
変
え
）」

「
本
文
を
書
き
改
め
る
・
書
き
足
す
」「
内
容
を
書
き
加
え
る
」
等
の
表
現
を
用
い
る
。

な
お
、
こ
れ
は
注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
と
同
様
の
方
針
で
あ
る
。

o

も
ち
ろ
ん
、
奥
書
年
記
・
外
部
徴
証
等
を
中
心
と
す
る
資
料
的
事
柄
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、『
花
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
資

料
は
十
分
で
は
な
く
、
論
自
体
の
考
察
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
面
が
大
き
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
資
料
的
事
柄
は
誤
記
等
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
示
し
て
い
な
い
場
合

が
あ
り
、
そ
れ
を
見
出
し
正
確
な
事
柄
を
知
る
の
に
こ
の
方
法
特
有
の
限
界
が
あ
る

が
、
一
連
の
論
を
精
読
す
る
方
法
は
、
そ
れ
を
補
う
長
所
を
持
っ
て
い
る
。

!0

本
稿
に
引
用
す
る
別
紙
本
文
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
現
存
両
系
統
の
う
ち

よ
り
古
い
形
態
が
知
ら
れ
る
四
郎
本
（
観
世
文
庫
蔵
）
に
拠
り
、
一
部
表
記
を
改
め

た
（
引
用
に
あ
た
っ
て
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
の
同
本
の
写
真
を
も
参
照
し
た
）。

た
だ
し
、
四
郎
本
は
焼
損
箇
所
が
多
く
、
前
後
の
文
脈
・
後
代
の
傍
注
、
ま
た
は
元

次
本
か
ら
本
文
が
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
（

）
内
に
推
定
本
文
を
記
し
、
ま
と
ま

っ
た
損
失
部
分
に
は
﹇

﹈
内
に
元
次
本
系
本
文
を
補
っ
た
。
こ
の
部
分
は
元
次
本

系
で
は
小
異
が
あ
る
が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

!1

表
章
氏
「【
花
伝
】
か
ら
【
風
姿
花
伝
】
へ
の
本
文
改
訂
」（
大
阪
大
学
『
語
文
』

第
三
十
八
輯
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
）
を
参
看
。

!2

本
稿
に
引
用
す
る
別
紙
以
外
の
世
阿
弥
伝
書
本
文
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥

禅
竹
』
の
本
文
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
一
部
に
本
文
・
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

!3

注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
に
推
測
。

!4

元
次
本
は
こ
の
部
分
の
本
文
に
異
同
が
あ
る
が
、
同
じ
く
「
当
世
」
の
語
が
見
え

る
。
な
お
元
次
本
の
こ
の
部
分
の
本
文
に
つ
い
て
は
後
述
。

!5

注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
「
当
世
」
が
す
な
わ
ち
義

持
の
統
治
下
を
指
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
当
世
」
の
語
を
用
い
た
背
景
に
、
世

阿
弥
の
義
持
の
統
治
下
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
の
意
味
で
あ
る
。
同
様
の
用
例

が
『
申
楽
談
儀
』
に
も
見
ら
れ
る
（「
能
も
当
世
当
世
を
心
得
て
（
中
略
）
昔
は
か
く

成
と
の
み
心
得
べ
か
ら
ず
」）。

!6

「《
弓
八
幡
》
成
立
の
時
と
場

―
『
申
楽
談
儀
』
の
「
当
御
代
」
と
応
永
初
年
の

義
満
を
と
り
ま
く
状
況
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
演
劇
学
論
叢
』
第
二
号
、
平
成
十
一

年
十
月
）・「《
養
老
》
の
典
拠
と
成
立
の
背
景

―
『
養
老
寺
縁
起
』
と
明
徳
四
年
の

義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
同
第
四
号
、
平
成
十
三
年
十
二
月
）・

「
足
利
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥

―
義
持
と
後
小
松
父
子
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
同
第
五
号
、
平
成
十
四
年
十
二
月
）
等
を
参
看
。

!7

義
満
と
義
持
の
性
格
の
違
い
は
こ
れ
以
外
の
点
に
も
認
め
ら
れ
、
た
と
え
ば
注
!6

に
掲
出
し
た
天
野
文
雄
氏
「
足
利
義
持
の
治
世
と
世
阿
弥
」
稿
に
は
そ
れ
が
言
及
さ

れ
て
い
る
。
な
お
注
%1
を
参
看
。
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『
花
伝
』
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紙
の
成
立
と
世
阿
弥
能
楽
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の
転
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!8

こ
こ
に
引
用
し
た
元
次
本
本
文
は
、
吉
田
本
を
底
本
と
し
た
『
世
阿
弥

禅
竹
』

（
注
e
に
掲
出
）
の
本
文
に
拠
っ
た
。

!9

た
だ
し
、
前
掲
①
④
⑤
の
用
例
は
、
能
役
者
の
系
譜
の
中
で
、
観
阿
弥
を
中
心
と

し
た
前
の
時
代
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
家
の
有
力
者
を
特
別
に
意
識
し
た

例
で
は
な
い
。
世
阿
弥
伝
書
に
は
こ
れ
以
後
に
も
こ
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、「
当
世
」
と
そ
れ
以
前
の
時
代
を
区
切
る
基
準
も
、
②
③
⑥
と

異
な
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
の
基
準
の
可
能
性
と
し
て
、
た
と
え
ば
犬
王
の
没
し

た
応
永
二
十
年
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
は
時
代
と
区
切
る
基
準
が
そ
れ
ほ
ど
明
確

で
な
い
用
例
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
例
も
、
義
持
時
代
に
入

っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
部
分
に
見
ら
れ
、
義
持
時
代
以
降
の
用
例
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
用
例
の
前
後
の
内
容
は
、
す
べ
て
「
当
世
」
の
役
者

の
藝
を
世
阿
弥
が
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
批
判
の
内
容
が
似
通
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
時
の
能
の
実
態
の
考
察
に
お
い
て
興
味
深
い
例
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

そ
の
こ
と
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

@0

別
紙
第
八
条
（
前
掲
③
）
の
用
例
も
も
ち
ろ
ん
同
様
に
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
第
一
条
の
み
に
言
及
し
た
。
な
お
別
紙
の
後
半

の
条
々
の
成
立
に
つ
い
て
は
後
述
。

@1

注
r
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
。

@2

た
だ
し
、
ａ
部
分
前
後
の
文
脈
か
ら
は
、
ａ
部
分
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
前
後
に
書

き
足
し
た
の
で
は
な
く
、
も
と
別
の
本
文
「
時
折
節
を
心
得
て
、
そ
の
品
を
取
り
出

す
」
等
で
あ
っ
た
も
の
を
書
き
改
め
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

@3

こ
の
ほ
か
、
ｄ
部
分
に
は
、
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
に
は
見
え
、
そ
れ
以
外
の

部
分
に
は
見
え
な
い
「
風
体
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
も
、
当
初
の
第
一
条
に

ｄ
部
分
が
な
か
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
風
体
」
の
概

念
に
つ
い
て
の
詳
論
は
こ
こ
で
は
避
け
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

@4

別
紙
第
一
条
の
引
用
部
分
末
尾
に
「
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を
尽
く
し
て
後
、
花

の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る
べ
し
」
と
い
う
形
で
問
答
第
九
条
の
当
該
部
分
が
引
か
れ
て

い
る
こ
と
、
及
び
、『
花
伝
』
奥
義
前
半
部
末
尾
に
、
こ
の
部
分
が
「
物
数
を
尽
く
し
、

工
夫
を
極
め
て
後
」
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
推
測
さ
れ

て
い
る
。
同
条
引
用
部
分
の
「
こ
の
物
数
を
極
め
る
心
」
は
、「
物
数
」
の
語
を
用
い

た
当
初
の
本
文
を
受
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

@5

『
花
鏡
』『
遊
楽
習
道
風
見
』
等
に
「
物
数
」
の
語
が
見
え
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、

成
人
す
る
に
伴
っ
て
物
数
が
揃
う
こ
と
に
は
肯
定
的
で
あ
る
が
、
物
数
を
極
め
る

（
尽
く
す
）
こ
と
が
問
答
第
九
条
・
別
紙
第
一
条
の
よ
う
に
重
要
な
事
柄
と
し
て
強
調

さ
れ
て
は
い
な
い
。

@6

花
修
の
草
稿
が
、
世
阿
弥
が
本
稿
に
も
述
べ
た
義
持
時
代
を
強
く
意
識
す
る
以
前

に
執
筆
さ
れ
た
と
の
推
測
を
、
注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
に
お
い
て
行
っ
た
。

@7

一
方
奥
義
前
半
部
で
は
、
物
数
を
極
め
る
こ
と
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
す
な
わ
ち
論
旨
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
別
の
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
詳
論
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

@8

奥
義
前
半
部
に
、
別
紙
第
一
条
に
見
え
る
「
め
づ
ら
し
き
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
別
紙
の
成
立
を
奥
義
に
後
れ
る
と
す
る
説
（
尾
本
頼
彦
氏
「「
奥

義
」
と
「
別
紙
口
伝
」

―
そ
の
先
後
関
係
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
展
開

―
」（『
藝

能
史
研
究
』
第
一
五
八
号
、
平
成
十
四
年
七
月
）
も
あ
る
が
、
容
易
に
は
従
え
な
い
。

別
紙
第
六
条
の
記
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
世
阿
弥
は
「
め
づ
ら
し
き
」
の

概
念
を
特
別
な
相
伝
者
以
外
に
は
秘
す
べ
き
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
別

紙
よ
り
も
前
の
段
階
に
修
す
べ
き
初
期
三
篇
と
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
奥
義

に
お
い
て
は
、「
め
づ
ら
し
き
」
の
語
を
あ
え
て
用
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
物
数
を
極
め
る

（
尽
く
す
）」
は
、
後
年
の
世
阿
弥
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
強
調
す
べ
き
で
は
な
く
な
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
注
@5
を
参
看
）
た
め
、
そ
の
説
の
有
無
を
執
筆
時
期
の
推
定

の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
述
べ
た
ほ
か
の
事
柄
を
も

合
わ
せ
、『
花
伝
』
の
成
立
の
経
緯
は
、
よ
り
丁
寧
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。

@9

初
期
三
篇
に
物
学
の
篇
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
世
阿
弥
が
早
く
問
答
第
九
条

執
筆
以
前
か
ら
演
じ
う
る
題
材
の
種
類
の
多
様
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
物
数
」
ひ
い
て
は
「
花
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
、

思
想
的
に
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
は
、
問
答
第
九
条
執
筆
の
頃
で
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
根
拠
は
、
こ
の
よ
う
な
世
阿
弥
の
思
想
面
に
着
目

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
問
答
第
九
条
に
は
別
紙
第
一
条
に
説
か
れ
る
「
め
づ
ら

し
き
」
の
語
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
問
答
第
九
条
執
筆
段
階
に
お
い
て
は
「
め
づ

ら
し
き
」
が
言
語
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
（
注
@8
を
参
看
）。
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し
か
し
同
条
に
は
、
物
数
を
極
め
た
だ
け
で
は
「
花
」
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生

涯
「
花
」
を
保
つ
た
め
に
は
さ
ら
に
実
際
の
演
能
に
お
け
る
「
工
夫
」「
心
」
が
必
要

で
あ
る
と
の
主
張
が
窺
わ
れ
る
。「
め
づ
ら
し
き
」
と
は
そ
の
「
工
夫
」
の
鍵
が
概
念

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
同
条
の
内
容
は
「
め
づ
ら
し
き
」
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
言
語
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
条
執
筆

段
階
に
お
い
て
、
世
阿
弥
が
「
め
づ
ら
し
き
」
の
概
念
に
結
び
付
く
感
覚
を
重
視
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
答
第
九
条
と
、
別
紙
第
一
条
の

前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
の
傍
線
部
以
外
の
部
分
と
は
、「
め
づ
ら
し
き
」
の
語
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
近
い
時
期
に
お
け
る
論
と
し
て
矛
盾
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

#0

注
@2
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
も
と
の
本
文
の
合
間
に
新
た
な
文
を
そ
の
ま
ま
書
き

足
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
も
と
の
本
文
の
内
容
を
傍
線
部
の
内
容
に
書
き
改
め
た
も

の
を
も
含
む
。

#1

別
紙
第
一
条
で
は
、
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
傍
線
部
が
、
当
初
の
「
め
づ
ら
し
き
」
の

論
の
合
間
に
割
り
込
む
よ
う
に
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
当
初
か
ら
の
内
容
と
新
し

く
書
き
加
え
ら
れ
た
内
容
と
が
明
確
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
以
前

筆
者
が
指
摘
し
た
ご
と
く
（
注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
）、『
花
伝
』
花
修
第
三

条
に
お
い
て
、「
幽
玄
」「
強
き
」
に
品
等
の
差
を
付
け
な
い
義
満
時
代
に
お
け
る
基

盤
の
説
の
中
に
、「
幽
玄
」
を
優
位
と
す
る
義
持
時
代
を
反
映
し
た
説
が
矛
盾
を
露
呈

さ
せ
た
ま
ま
書
き
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
全
体
を
書

き
変
え
よ
う
に
も
、
基
盤
の
論
が
し
っ
か
り
と
ま
と
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
、
ま
た
は

考
え
が
大
転
換
さ
れ
た
た
め
に
そ
れ
が
か
な
わ
ず
、
結
果
的
に
も
と
の
本
文
の
合
間

に
新
説
を
単
純
に
割
り
込
ま
せ
る
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た

と
え
そ
う
な
っ
て
も
そ
れ
を
書
き
加
え
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
時
代
や

観
客
の
嗜
好
に
対
す
る
視
点
が
、
義
持
時
代
の
世
阿
弥
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
本
稿

「
結
び
に
代
え
て
」
に
言
及
す
る
。

#2

表
氏
は
、
世
阿
弥
が
後
年
に
「
増
補
」
し
た
部
分
が
し
ば
し
ば
「
又
云
」
と
い
う

言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
上
で
、
同
条
の
前
半
部
で
内
容
が
一
応

完
結
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
年
々
去
来
の
花
の
説
は
増
補
で
あ
る
と
見
る
事
が
可
能

で
あ
」
り
、「
古
本
〔
＝
四
郎
相
伝
本
、
筆
者
注
〕
に
も
存
す
る
部
分
な
の
で
、
後
年

増
補
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
大
き
な
論
旨
転
換
部
で
あ
る
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
補
注
一
一
）。
確
か
に
こ
の
こ
と
だ

け
か
ら
こ
こ
を
「
増
補
」
部
分
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
次
節
に
述
べ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
「
又
云
」
と
い
う
表
現

に
つ
い
て
は
注
$9
を
参
看
。

#3

第
四
条
前
半
部
の
論
に
対
し
、
草
稿
段
階
の
別
紙
第
一
条
と
そ
れ
以
前
の
初
期
三

篇
の
論
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
催
し
の
内
部
に
の
み
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
思
想
に
関
し
て
看
過
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
別
紙
草
稿
の
推
定
に
絞
っ
て
論
じ
、
そ
の
詳
論
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と

と
す
る
。

#4

こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
が
義
満
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
義
持
時
代
に
入
っ
た

ば
か
り
の
頃
の
世
阿
弥
に
は
い
ま
だ
新
時
代
の
傾
向
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
及
び
義
満
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
認
め
る

に
は
さ
ら
な
る
証
左
が
必
要
で
あ
る
（
そ
れ
は
別
稿
に
譲
り
た
い
）
こ
と
か
ら
、
現

段
階
で
は
義
満
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
言
い
切
る
こ
と
を
あ
え
て
避
け
た
。
ま
た
、

第
四
条
を
こ
の
よ
う
に
読
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
当
初
の
第
一
条
執
筆
段
階

に
お
い
て
は
、
時
代
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
、
す
な
わ
ち
第
四
条
に
言
う
「
五
年
・
三

年
」
を
超
え
た
ス
パ
ン
が
い
ま
だ
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
推
測
を
助

け
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

#5

注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
（
注
#1
で
も
こ
の
こ
と
に
言
及
し
た
）。

#6

加
え
て
、
別
紙
の
現
存
本
第
五
条
以
下
に
は
、
世
阿
弥
が
禅
僧
と
の
交
流
に
よ
っ

て
身
に
付
け
た
と
見
る
べ
き
語
句
が
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
用
心
」（
第
五
・
第

六
条
）・「
住
せ
ぬ
」（
第
五
条
）・「
大
用
」（
第
六
・
第
七
条
）・「
因
果
」（
第
七
・
第

八
条
）・「
善
悪
不
二
、
邪
正
一
如
」（
第
八
条
）
等
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
「
用
心
」

は
当
時
の
歌
論
な
ど
に
も
見
え
る
語
で
あ
る
が
、
禅
籍
に
は
と
く
に
多
用
さ
れ
る
。

香
西
精
氏
も
こ
れ
を
禅
に
か
か
わ
る
語
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
（「
世
阿
弥
の
禅
的

教
養
」、『
文
学
』
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
号
に
初
出
。『
世
阿
弥
新
考
』、
わ
ん
や
書

店
、
昭
和
三
十
七
年
、
に
収
録
）。
世
阿
弥
の
禅
僧
と
の
交
流
は
、
次
節
に
も
述
べ
る

ご
と
く
、
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
語
句
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
の
根
幹
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
第
一
条
の
前
掲
〔
資
料

Ａ
〕
傍
線
部
の
よ
う
に
後
年
に
な
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
は
認
め
が
た
い
こ
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と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
々
の
内
容
全
体
が
義
持
時
代
が
始
ま
る
応
永
十
五
年
五
月
以

降
に
著
述
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

#7

こ
れ
は
、
筆
者
が
『
花
伝
』
第
六
花
修
の
基
盤
の
論
を
「
草
稿
」
と
呼
ん
だ
（
注

y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
）
の
と
理
由
を
同
じ
く
す
る
。

#8

四
郎
本
の
外
題
に
「
第
七
」
と
あ
る
。

#9

玉
村
氏
稿
は
『
禅
学
研
究
』
第
四
十
二
号
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
）、
落
合
氏
稿
は

『
國
文
學
』
第
三
十
五
巻
第
三
号
（
平
成
二
年
三
月
）
所
収
。

$0

天
野
氏
稿
《
自
然
居
士
》
《
卒
都
婆
小
町
》
に
禅
的
思
想
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
世
阿
弥
能
楽
論
に
は
、
禅
的
思
想
は
、
少
な
く
と
も
用
語

と
し
て
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
年
に
な
る
ほ
ど
顕
著
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
初

期
の
世
阿
弥
に
禅
的
発
想
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
世
阿
弥
が
能
楽
論
に
禅

的
発
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
や
は
り
応
永
十
年
代
後
半
以
降
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

$1

拙
稿
「
初
期
三
書
か
ら
『
花
伝
』
へ
、『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿
花
伝
』
へ
」（『
文
学
』

隔
月
刊
第
一
巻
第
六
号
、
平
成
十
二
年
十
一
月
）
に
指
摘
。

$2

別
紙
に
は
、
他
に
第
二
条
・
第
五
条
に
も
「
住
す
る
」
の
用
例
が
あ
る
が
、
第
二

条
の
例
は
、
そ
の
前
後
の
部
分
（「
さ
の
み
に
住
せ
ず
し
て
」）
が
な
く
て
も
前
後
の

文
脈
が
通
じ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
が
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
さ
ら

に
後
述
）。
ま
た
第
五
条
は
全
体
が
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
を
本
稿
第
三
節
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
・
第
五
条
の
用
例
も
、

す
で
に
禅
に
親
し
み
始
め
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

$3

一
方
、
同
じ
く
「
住
せ
ず
」
の
概
念
が
見
ら
れ
る
論
で
も
、
右
の
『
花
鏡
』
第
七

条
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
観
客
に
よ
る
嗜
好
の
違
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
義
持
時
代
に

お
け
る
論
の
特
徴
が
よ
り
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

$4

以
下
、
四
郎
相
伝
本
に
は
、
元
次
本
系
で
は
削
除
さ
れ
た
次
の
本
文
が
存
す
る
。

た
と
へ
（
ば
）、
大
所
の
か
ざ
り
な
ど
に
、
花
瓶
の
数
を
そ
ろ
へ
、
花
を
尽
く
し

た
ら
ん
ず
る
座
敷
に
、﹇

﹈（
た
）ち
ゑ
な
ど
を
す
こ

く
と
立
て﹇

﹈

け
う
な
る
べ
し
。
か
や
う
の
事
ど
も
を
も
て
﹇

﹈。

（﹇

﹈
の
部
分
は
、
焼
損
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
六
字
か
ら
八
字
ほ
ど
読
め
な
い
箇
所
）

$5

「
世
阿
弥
の
能
楽
論
と
仏
教
」（『
専
修
国
文
』
第
三
十
八
号
、
昭
和
六
十
一
年
一

月
。『
中
世
芸
道
論
の
思
想
―
兼
好
・
世
阿
弥
・
心
敬
―
』、
国
書
刊
行
会
、
平
成
五

年
、
に
収
録
）。

$6

た
だ
し
、
こ
れ
が
洞
山
の
偈
頌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
の
禅
的
教
養
が
曹
洞

宗
の
僧
と
の
交
流
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
臨
済
宗
に
関
連
の

深
い
書
物
に
も
こ
の
偈
頌
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
世
阿
弥
と
禅

文
化
と
の
か
か
わ
り

―
「
又
云
」「
無
中
に
道
あ
っ
て
…
…
」
な
ど
に
触
れ
つ
つ

―
」（『
銕
仙
』
第
五
二
四
号
、
平
成
一
六
年
五
月
）
を
参
看
。

$7

〔
資
料
Ｃ
〕
の
部
分
が
後
年
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
他
の
根
拠
を
以
下

に
示
し
て
お
く
。
第
一
点
は
、〔
資
料
Ｃ
〕
の
部
分
が
鬼
ば
か
り
を
演
じ
る
役
者
を
戒

め
た
論
で
あ
り
、「
花
」「
め
づ
ら
し
き
」
の
理、
を
実
際
の
花
の
性
質
に
譬
え
つ
つ
説

い
た
本
論
か
ら
、
話
題
が
逸
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
注
意
す
べ

き
は
、
右
の
直
前
の
部
分
（
前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
末
尾
に
当
た
る
）
に
、
そ
れ
ま
で
の

部
分
の
要
諦
と
も
言
い
う
る
問
答
第
九
条
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

世
阿
弥
は
こ
の
よ
う
に
条
の
末
尾
を
そ
の
条
の
要
諦
を
示
す
句
等
の
引
用
に
よ
っ
て

締
め
括
る
こ
と
を
好
み
、
奥
義
前
半
部
の
末
尾
に
も
問
答
第
九
条
の
文
が
引
用
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
世
阿
弥
伝
書
の
条
々
の
末
尾
に
は
、
禅
籍
に
見
え
る
句
等
の
引
用
が

多
々
見
ら
れ
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
引
用
を
し
た
後
に
、
引
用
句
等
ま
で
の
部
分

と
話
題
に
開
き
が
あ
る
内
容
が
続
い
て
い
く
例
は
、
応
永
二
十
年
代
半
ば
ま
で
に
執

筆
さ
れ
た
世
阿
弥
伝
書
に
は
ほ
か
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
別
紙
第
一
条
も
当
初
は

前
掲
〔
資
料
Ａ
〕
末
尾
部
分
で
締
め
括
ら
れ
て
お
り
、
右
の
〔
資
料
Ｃ
〕
の
部
分
は

後
か
ら
書
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
第
二
点
は
、〔
資
料
Ｃ
〕

の
部
分
に
は
、
物
学
「
鬼
」
の
条
を
の
引
用
し
た
二
箇
所
に
敬
語
「
申
す
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
花
と
申
す
は
」
な
ど
と
、
引
用
で
な
い
こ
と
に
「
申
す
」

の
語
を
用
い
る
例
は
他
に
も
見
え
る
が
、
引
用
部
分
に
「
申
す
」
の
語
を
用
い
て
い

る
例
は
、
右
以
外
に
は
花
修
第
一
条
の
「
二
の
巻
の
物
狂
の
段
に
申
た
り
」
だ
け
で

あ
る
（
な
お
こ
の
部
分
も
、
筆
者
は
花
修
に
後
年
書
き
加
え
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
）。
ほ
か
に
「
と
言
へ
り
」「
と
あ
る
は
」「
と
書
け
る
も
」
な
ど
の
表
現
は
見
え
る

が
、「
申
す
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
花
修
の
「
給
ふ
」
と
同
様
、
相
伝
者
が

具
体
的
に
想
定
さ
れ
た
時
期
に
な
っ
て
書
か
れ
た
た
め
に
、
敬
語
が
用
い
ら
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
（
花
修
の
「
給
ふ
」
に
つ
い
て
は
注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参

看
）。

$8

『
花
伝
』
第
二
物
学
「
老
人
」
の
条
の
同
文
の
句
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ま
た
、
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別
紙
第
三
条
の
こ
の
句
の
直
前
に
は
内
容
が
関
連
す
る
次
の
一
連
の
部
分
が
あ
る
が
、

そ
こ
ま
で
が
義
持
時
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
さ
れ
た
部
分
に
含
ま
れ
る
と
は
言
え
な

い
。

又
、
老
人
の
、
花
は
あ
り
て
年
（
よ
り
と
）
見
ゆ
る
ゝ
口
伝
に
云
、
ま
づ
、
善

悪
、
老
じ
た
る
ふ
せ
（
い
）
を
ば
、
心
に
か
け
ま
じ
き
な
り
。
抑
、
舞
・
は
た

ら
き
と
申
は
、
よ
ろ
づ
に
楽
の
拍
子
に
あ
わ
せ
て
足
を
踏
み
、
手
を
指
し
引
き
、

振
り
・
風
情
を
拍
子
に
当
て
ゝ
す
る
も
の
な
り
。
年
寄
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
拍
子

の
当
て
所
、
太
鼓
・
歌
・
鼓
の
頭
よ
り
は
、
ち
ゝ
と
遅
く
足
を
踏
み
、
手
を
も

指
し
引
く
も
の
な
り
。
を
よ
そ
の
振
り
・
風
情
（
を
も
）
拍
子
に
少
し
遅
る
ゝ

な
り
。
こ
の
故
実
、
何
よ
り
も
、
年
寄
り
の
形
木
な
り
。
こ
の
手
立
ば
か
り
を

心
中
に
持
ち
て
、
そ
の
ほ
か
を
ば
、
い
か
に
も

く
花
や
か
に
す
べ
し
。
ま
づ
、

仮
令
も
、
年
寄
り
の
心
に
は
、
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
も
の
な
り
。
さ
り
な

が
ら
、
力
無
く
、
五
体
も
重
く
、
耳
も
遅
け
れ
（
ば
）、
心
は
行
け
ど
も
、
ふ
る

（
ま
い
）
の
か
な
は
ぬ
﹇
な
り
。
こ
の
理
﹈
を
し
る
﹇
こ
と
、
ま
こ
と
﹈
の
物
ま

ね
な
﹇
り
。
態
﹈
を
ば
、
年
寄
り
の
望
み
の
ご
と
く
、
若
き
ふ
ぜ
（
い
）
を
す

べ
し
。
こ
れ
、
年
寄
り
の
若
き
事
を
う
ら
や
め
る
心
・
風
情
を
ま
な
ぶ
に
て
は

な
し
や
。
年
寄
り
は
い
か
に
若
振
舞
を
ば
す
れ
ど
も
、
こ
の
拍
子
に
遅
る
ゝ
事

は
、
力
な
く
な
く
マ

マ

て
は
か
な
は
ぬ
理
な
り
。
年
寄
り
の
若
振
舞
、
め
づ
ら
し
き

理
な
り
。

$9

拙
稿
「「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
『
宗
鏡
録
』」（『
銕
仙
』
第
四
七
五
号
、
平
成

十
一
年
九
月
）
を
参
看
。
ま
た
、
こ
の
部
分
に
見
え
る
「
又
云
」
と
い
う
表
現
も
、

禅
僧
と
の
交
流
の
中
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
注
$6
に

掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
）。

%0

注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
を
参
看
。

%1

こ
の
ほ
か
、「
強
き
」
及
び
「
た
け
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
表
象
も
、

義
持
時
代
に
は
重
視
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら

た
め
て
論
じ
た
い
。

%2

こ
の
こ
と
は
、
注
y
に
掲
出
し
た
拙
稿
に
お
い
て
も
触
れ
た
が
、
本
稿
で
別
紙
に

関
し
て
論
ず
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
本
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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『
花
伝
』
第
七
別
紙
の
成
立
と
世
阿
弥
能
楽
論
の
転
機


