
悪
 の
問
題
 
は
 、
古
来
人
間
に
と
っ
て
価
値
あ
る
目
標
へ
 

の
 志
向
の
裏
側
で
、
種
々
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
来
た
 

。
だ
が
そ
れ
自
身
の
 

偶
有
な
意
味
を
 

、
 言
わ
ば
表
に
引
出
し
て
、
構
造
や
働
 

き
の
面
か
ら
徹
底
さ
せ
る
試
み
は
比
較
的
乏
し
か
っ
た
 

と
 言
え
る
。
道
徳
や
宗
教
 

が
、
 
悪
を
避
け
て
は
推
進
さ
れ
ず
、
ま
た
人
間
が
 

、
好
 
ん
で
欲
し
な
い
悪
に
 

、
 た
え
ず
転
落
す
る
弱
さ
を
 

内
具
す
 
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

そ
れ
を
直
視
し
続
け
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
ば
か
り
 

か
 嫌
悪
さ
れ
て
い
た
よ
 

う
 で
あ
る
。
人
間
の
生
を
、
そ
の
 

根
底
に
ま
で
掘
り
下
げ
 

裸
の
姿
に
目
を
凝
ら
す
時
、
わ
れ
わ
れ
は
 

渡
 し
な
い
 
悪
 の
 奥
行
に
快
然
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
奈
落
か
ら
立
ち
上
 

る
 苦
悩
と
茨
の
道
を
歩
 

り
 
悪
ま
ぬ
限
り
、
真
に
生
を
諏
 

地
上
に
立
た
し
め
る
所
以
を
尋
ね
る
。
悪
の
探
求
な
 

歌
 す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 

 
 

 
 

一
般
的
に
 

@
 っ
て
 
、
 悪
の
系
譜
は
、
存
在
に
対
す
る
非
存
 

在
 と
い
う
古
代
の
考
え
方
か
ら
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 教
義
に
濾
過
し
た
 
峨
 

 
 

れ
た
主
意
主
義
的
な
立
場
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
後
 

者
の
推
進
が
悪
の
間
 

題
 を
主
  

 

 
 聾
 す
る
に
つ
れ
て
、
前
者
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
切
捨
て
 

ら
れ
て
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
 

以
 来
 ア
ウ
ク
ス
テ
ィ
 

ヌ
ス
 

  

ラ
イ
 
0
 
フ
 

ニ
ッ
ツ
の
 悪
 

田
 

申
 

英 

一   一 



  
に 的 と 調 え て 的 官     
か に な 柄 と 性 た し - う 、ま と 明ら 特徴 が して 格や 被 適 
た か の 道 悪 構 物 イ プニ 在ら にし 永 し を 尋 造 か 存 の 
ね た と う ね ら 在 ッ 

ば 徴 す る る 間 の ッ 

ぬ な が ならで、 考え れば、 とする のも、 題にさ し方か 

か お 在 方 こ れ ら る 時 求 目℡廿を示 、 ! 在の 向に のよ 埋 る 唆さ の し 欠 如 沿う合 うな、 める その 本質 刀なれる や刺 もの 存在 その とこ こと 竹しであ 奪を であ 論的 

特徴は 意味すろう。てゆく る 。も な基盤 は存在 ある。 
そ た る し を 者 一   

悪 ま の 般 悪 

れは、 を、 欠 めに で ユ せ り の定 ず 問 偶有 に神 

  被造物 広い思 かせな 立 o と 立や行 題 にし の本性 を含め の 味でのし 存在 。そ @ 悪 いう 使が、 、その や意味 て一切 

と で で       
括 れ   ね 駒、 ち て成 産し する 
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学
的
・
宗
教
的
な
見
地
に
包
摂
さ
れ
た
形
而
上
学
が
 、
被
造
物
の
可
能
的
な
存
在
性
を
求
め
さ
せ
た
の
で
は
 な
い
か
。
こ
の
こ
と
が
 

蝿
 

 
 

/
 
 づ
 （
 
円
つ
い
 

（
 
ぃ
 
0
 の
悪
を
考
え
て
ゆ
く
時
の
大
切
な
 導
標
 に
な
る
と
思
う
。
 

 
 

可
能
的
な
被
造
物
の
存
在
性
に
つ
い
て
、
ラ
イ
プ
 ニ
ッ
 ッ
は
 随
処
に
、
興
味
深
い
論
述
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
 場
合
わ
れ
わ
れ
が
注
 
3
 

ツの悪 

予
想
は
当
み
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
い
わ
ぬ
る
弁
神
論
 に
 見
ら
れ
る
宗
教
的
心
情
、
す
な
わ
ち
現
実
の
世
界
に
現
 わ
れ
る
悪
に
対
し
て
、
 

創
造
者
で
あ
る
神
の
意
図
の
弁
証
が
、
創
造
以
前
の
理
 全
的
な
存
在
を
着
想
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
創
造
に
際
 し
て
示
さ
れ
る
神
の
叡
 

智
と
 善
意
に
対
す
る
限
り
な
い
信
頼
と
、
悪
の
現
実
的
 な
 承
認
と
い
う
亀
裂
を
含
む
問
題
の
解
決
の
手
続
が
用
意
 さ
れ
て
い
る
。
 妖
言
ロ
ヰ
 

儲
 
9
 

れ
ば
こ
の
悪
が
、
ど
こ
ま
で
も
被
造
物
の
責
任
で
あ
り
、
 た
と
え
そ
れ
が
神
の
創
造
の
し
方
に
係
わ
る
と
し
て
も
 、
創
造
さ
れ
る
も
の
の
 

本
性
に
根
ざ
す
根
源
的
な
由
来
の
た
め
に
、
遡
求
的
に
 は
、
 神
を
も
越
え
た
可
能
的
な
在
り
方
が
問
題
に
さ
れ
る
 の
で
あ
る
。
従
っ
て
 神
 

と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
何
故
に
彼
は
こ
の
よ
う
低
し
 方
 で
、
被
造
物
の
存
在
性
を
問
題
に
し
た
の
か
。
永
く
保
持
 さ
れ
た
伝
承
的
な
創
造
 

に
関
す
る
神
学
的
・
宗
教
的
命
題
を
越
え
て
、
な
ぜ
 存
 在
 の
問
題
を
遡
ら
せ
た
の
か
。
人
々
が
一
見
、
創
造
 観
の
 否
定
と
 訂
る
 彼
方
に
被
 

造
物
の
理
念
を
考
え
る
こ
と
は
、
形
而
上
学
を
宗
教
に
 優
越
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
の
か
。
彼
の
考
え
を
辿
っ
て
 ゆ
 く
と
、
必
ず
し
も
こ
の
 

の
 次
元
 

る
と
、
 

い
 。
そ
 

を
告
げ
 

キ
リ
 

ら
、
あ
 

し
て
 既
 に

 見
ら
れ
る
悪
の
顕
示
に
対
し
て
、
舌
口
わ
ば
土
台
や
背
 

旦
 ふ
 と
な
る
隠
れ
た
始
源
的
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
 要
素
を
無
視
す
 

現
実
の
悪
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
成
立
の
可
能
性
や
必
 熱
性
の
不
可
解
さ
と
 相
侯
 っ
て
、
一
種
の
限
界
に
逢
着
す
 る
か
も
し
れ
な
 

れ
だ
け
に
悪
を
苧
 む
 被
造
物
を
、
存
在
の
根
源
的
な
意
 味
 に
お
い
て
問
題
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 悪
 の
 成
立
の
由
来
 

る
た
め
に
も
、
ま
た
神
に
対
す
る
被
造
物
の
位
置
を
明
 確
に
す
る
た
め
に
も
、
形
而
上
学
的
な
考
察
は
忽
か
に
で
 き
な
い
。
 

ス
ト
教
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
神
は
無
か
ら
創
造
し
た
と
吾
一
 
ロ
 わ
れ
る
。
だ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
被
造
物
を
、
平
凡
な
 意
味
で
の
 
無
か
 

 
 

る
い
は
神
の
必
然
的
な
変
様
か
ら
、
産
出
さ
れ
た
と
は
 考
え
な
い
。
む
し
ろ
創
造
以
前
の
と
こ
ろ
で
、
被
造
物
は
 可
能
的
存
在
と
 

に
、
 神
の
悟
性
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
は
 や
が
て
創
造
さ
れ
る
も
の
の
観
念
的
存
在
、
な
い
し
は
 原
型
と
言
う
こ
 

  

  



意
 せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
現
実
の
被
造
物
と
い
う
、
 い
 わ
ゆ
る
最
善
の
世
界
系
列
に
属
す
る
諸
物
 は
 つ
い
七
の
特
 有
の
考
え
方
が
基
礎
 に
 

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
創
造
以
前
の
次
元
で
、
末
だ
現
実
 的
で
な
い
被
造
物
を
可
能
的
に
考
え
る
の
は
、
先
に
述
べ
 た
 現
実
の
悪
と
神
と
の
 

 
 

調
 穏
か
ら
必
要
だ
が
、
な
お
そ
れ
と
共
に
、
現
在
の
世
 界
を
構
成
す
る
事
物
の
自
立
性
に
照
ら
し
合
わ
せ
ね
ば
な
 み
な
い
。
被
造
物
は
実
 

在
 性
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
神
に
所
動
的
に
 従
属
し
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
与
え
ら
れ
た
実
在
 性
 と
力
は
、
自
発
的
な
 

 
 

発
動
 と
 充
実
に
よ
っ
て
、
自
己
の
木
質
を
展
開
し
つ
つ
 最
善
の
世
界
を
表
出
し
て
ゆ
く
。
被
造
物
は
生
成
を
神
に
 依
存
す
る
。
し
か
も
な
 

 
 

 
 

お
存
在
の
元
初
に
お
い
て
独
立
し
、
そ
れ
自
身
の
持
つ
 本
質
内
容
と
、
そ
の
展
開
の
し
方
を
個
有
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
 

自
立
性
、
神
に
包
ま
れ
な
が
ら
も
、
神
と
違
っ
た
本
性
 を
 持
っ
被
造
物
の
所
以
を
、
理
念
的
に
示
す
た
め
に
、
 創
 造
 に
先
立
つ
原
型
的
な
 

在
り
方
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
世
界
に
 産
出
さ
れ
た
事
物
が
、
自
発
的
に
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
 時
の
自
立
性
の
根
源
 へ
 

の
 重
視
が
具
体
的
に
は
創
造
す
る
神
の
深
慮
が
 、
自
 由
 な
被
造
物
と
す
る
時
に
封
入
し
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
 う
 な
可
能
性
を
理
 

念
の
領
域
に
 喫
 入
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

「
可
能
的
な
も
の
の
国
」
（
 

2
 ）
が
問
題
に
な
る
こ
と
 に

よ
っ
て
、
一
方
で
は
被
造
物
の
存
在
可
能
性
が
開
か
れ
 て
 来
た
が
、
他
方
で
 

は
 可
能
性
が
神
の
働
き
に
よ
ら
ね
ば
実
在
化
さ
れ
 え
な
 い
 点
が
 、
却
て
顕
 わ
に
な
っ
た
。
被
造
物
の
本
性
か
ら
、
 

言
わ
ば
不
可
避
的
に
 、
 

可
能
性
の
領
域
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
要
求
が
逆
 に
そ
れ
を
閉
じ
籠
め
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
 模
様
を
、
官
守
茸
山
 0
 を
 

窓
口
に
し
て
覗
い
て
み
た
い
。
 

可
能
的
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
こ
で
は
詳
細
 を
 避
け
て
当
面
必
要
な
限
り
瞥
見
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
そ
れ
 は
、
 主
と
し
て
神
の
 

意
ギ
 ゅ
や
 力
 に
よ
る
創
造
活
動
よ
り
前
の
、
観
念
的
な
領
 域
 の
も
の
と
し
て
、
末
だ
実
在
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
 と
こ
ろ
が
そ
れ
を
「
 事
 

物
の
本
質
的
な
性
格
」
で
あ
り
、
「
神
の
悟
性
の
対
象
」
（
 3
 ）
 だ

と
彼
は
舌
口
 う
 。
対
象
が
悟
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
 

あ
る
意
味
で
対
象
が
 、
 

見
る
悟
性
よ
り
先
に
存
在
す
る
感
じ
を
与
え
る
。
し
か
 も
 彼
は
、
ま
る
で
斬
り
返
す
よ
 う
 に
、
「
神
が
な
け
れ
ば
 

ど
ん
な
可
能
的
な
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ライプニッツの。 悪 

に
 Ⅱ
臥
が
（
な
も
の
が
あ
る
」
（
 

7
 ）
と
言
わ
れ
る
場
合
、
可
能
性
 は
 、
も
の
が
も
の
で
あ
る
こ
と
の
所
以
、
つ
ま
り
本
質
 と
 、
そ
の
も
の
を
も
の
 

と
し
て
在
ら
し
め
る
存
在
に
向
け
て
の
意
味
と
を
、
 独
 自
 に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
の
が
可
能
的
 だ
と
い
う
こ
と
は
、
 本
 

質
を
示
す
論
理
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
も
の
 が
 、
そ
の
よ
う
に
在
ろ
う
と
す
る
存
在
的
な
意
味
を
も
 含
 む
 。
従
っ
て
神
の
悟
性
 

0
 対
象
で
あ
っ
た
可
能
的
な
も
の
は
、
そ
の
も
の
の
本
質
 に
お
い
て
、
在
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
 存
在
性
が
、
実
在
的
で
 

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
 板
空
 的
な
想
像
の
所
産
と
か
の
 の
り
の
コ
 

%
 の
 コ
 ヨ
コ
的
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 可
 能
 性
の
中
に
あ
る
 

（
 
か
ひ
目
ゑ
は
 
、
ど
こ
ま
で
も
創
造
に
先
立
つ
理
念
的
存
在
 だ
が
、
現
実
的
な
実
在
と
較
べ
る
と
、
そ
れ
に
 向
 お
う
 と
す
る
在
り
方
、
そ
れ
の
 

を
 求
め
て
い
る
状
態
に
在
る
存
在
と
言
え
よ
う
。
も
の
 が
 実
在
化
さ
れ
る
の
は
、
舌
ロ
う
ま
で
も
な
く
神
の
創
造
酒
 
動
を
経
て
か
ら
で
あ
 

 
 

る
 。
そ
れ
以
前
の
可
能
的
な
存
在
は
 、
 神
の
こ
の
営
み
 に
 組
み
込
ま
れ
る
の
を
待
望
し
、
期
待
し
な
が
ら
 跨
 っ
て
 い
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
6
0
 
）
 

と
こ
ろ
で
現
実
以
前
の
可
能
的
な
存
在
も
 、
 何
ら
か
の
 
存
在
性
を
持
っ
。
「
本
質
す
な
わ
ち
可
能
性
」
で
あ
り
な
 
が
ら
、
 
一
 
・
可
能
性
の
中
 

（
 
4
 ）
 

も
の
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
か
、
「
あ
る
も
の
を
 

で
あ
る
神
の
悟
性
の
中
に
だ
け
あ
る
場
合
に
、
 

あ
っ
て
も
、
悟
性
の
中
に
の
み
在
っ
て
、
そ
れ
 

悟
性
が
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
的
な
も
の
 

し
て
事
物
を
考
量
 し
 、
比
較
弁
別
す
る
だ
け
で
 

遠
の
真
理
に
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
 

は
、
元
来
一
 つ
に
 結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
る
 

て
そ
れ
の
存
在
性
が
表
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
 

た
と
思
わ
れ
る
。
 

可
能
的
だ
と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
概
念
 が
、
 言
わ
ば
可
能
的
な
存
在
の
国
 

-
5
5
5
 

）
 

造
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
十
分
だ
」
と
も
語
る
。
 可
 能
 的
な
も
の
は
、
悟
性
の
対
象
で
 

に
 先
行
す
る
存
在
で
ほ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 悟
 性
の
中
に
在
る
と
言
っ
て
も
、
 

が
 始
め
て
存
在
し
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
イ
ブ
ニ
 ッ
 ッ
 に
よ
れ
ば
神
の
悟
性
は
 、
 主
と
 

、
生
成
す
る
働
き
を
持
た
な
い
。
可
能
的
な
も
の
の
 本
 性
は
 、
こ
の
悟
性
の
中
に
あ
る
 永
 

ぅ
 で
あ
れ
ば
、
対
象
化
さ
れ
る
可
能
的
な
存
在
と
、
 

そ
 れ
を
対
象
的
に
見
る
神
の
悟
性
と
 

の
よ
う
な
可
能
的
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
対
象
化
さ
れ
る
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
間
に
先
後
関
係
は
な
い
。
悟
性
 

と
い
う
、
同
時
的
な
融
合
が
あ
っ
 

0
 対
象
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 



が
そ
の
ま
ま
存
在
化
し
て
実
在
的
な
も
の
に
な
っ
て
 い
 る
 。
逆
に
言
え
ば
、
存
在
要
求
を
自
ら
充
足
し
実
現
し
て
 い
 る
こ
と
を
本
性
と
す
 

る
も
の
が
、
神
と
し
て
の
可
能
性
を
証
明
さ
れ
れ
ば
よ
 い
 。
そ
こ
で
は
実
在
性
が
可
能
性
を
要
求
す
る
条
件
で
あ
 り
 、
前
者
が
終
局
的
に
 

は
 後
考
を
収
 赦
 し
て
し
ま
う
。
 

（
 
l
 
l
 
Ⅰ
 
Ⅰ
）
 

で
あ
る
た
め
に
、
た
だ
可
能
的
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
し
 
だ
か
ら
可
能
的
だ
と
言
わ
れ
る
時
に
は
、
既
に
可
能
 性
の
中
で
、
存
在
根
拠
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
在
り
方
を
、
も
の
の
本
質
す
な
わ
 ち
 完
全
性
に
応
じ
て
存
在
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
と
し
、
 可
能
的
な
も
の
は
本
質
 

（
 
c
0
 

）
 

の
中
に
「
存
在
を
要
求
す
る
権
利
を
持
っ
」
と
表
現
す
る
 。
存
在
を
要
求
し
、
存
在
し
ょ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
 を
 通
し
て
認
め
ら
れ
る
 

存
在
性
、
権
利
や
要
求
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
示
す
自
 己
の
在
り
方
が
、
可
能
的
な
存
在
の
特
徴
に
他
な
ら
な
い
 。
そ
こ
に
は
自
立
的
な
 

被
造
物
が
、
現
実
の
世
界
で
自
己
の
存
在
を
充
実
し
よ
 ，
 
つ
 と
す
る
原
初
的
な
、
し
か
も
多
分
に
懇
意
的
な
姿
が
見
 ら
れ
る
。
 

可
能
的
な
も
の
は
、
存
在
を
要
求
す
る
存
在
で
あ
る
。
 現
 実
化
へ
の
過
程
と
し
て
は
前
段
階
に
留
ま
る
が
、
し
か
 し
そ
れ
は
創
造
に
関
 

す
る
神
の
意
図
に
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
神
は
そ
 こ
か
ら
世
界
の
構
図
を
描
く
。
こ
の
こ
と
が
い
か
な
る
 経
 過
 を
と
る
か
、
特
に
無
 

数
の
可
能
的
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
と
り
纏
め
た
可
能
 的
な
諸
世
界
が
、
神
的
数
学
に
基
 く
共
 可
能
性
の
条
件
を
 媒
介
に
し
て
、
最
善
の
 

（
 
9
 ）
 

世
界
へ
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
 は
 、
今
は
省
き
た
い
。
 
た
 だ
 注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
多
く
の
可
能
的
な
も
の
 が
 、
こ
の
世
界
の
系
列
 

に
 組
み
入
れ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
動
的
に
 先
の
存
在
要
求
が
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
可
能
的
 な
も
の
は
ど
こ
ま
で
 

 
 

も
、
 自
ら
そ
れ
を
現
実
化
し
 ぅ
る
 資
格
を
持
た
な
い
こ
 と
で
あ
る
。
可
能
的
な
も
の
の
存
在
は
、
文
字
通
り
可
能
 的
な
次
元
に
局
限
さ
 

ね
 、
現
実
化
を
神
の
計
い
に
 侯
つ
 。
従
っ
て
そ
れ
の
 水
 質
 Ⅱ
完
全
性
が
 
、
 神
の
と
異
質
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
 よ
 
Ⅰ
 
@
 
ん
し
 
Ⅰ
。
 

普
通
に
舌
口
わ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
神
を
必
 

然
 的
な
最
高
の
存
在
と
考
え
る
。
神
の
存
在
の
本
質
的
な
 意
味
は
、
自
己
自
身
 

に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
の
存
在
理
由
を
 自
己
内
に
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
神
が
「
現
実
に
存
在
 す
る
た
め
に
は
、
そ
の
 

（
 
0
 
I
 ）
 

可
能
性
あ
る
い
は
本
質
だ
け
を
必
要
と
す
る
」
こ
と
が
 

「
神
の
本
性
の
卓
越
し
た
特
権
」
に
他
な
ら
な
い
。
 

神
 に
つ
い
て
は
「
現
実
的
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注
 

（
Ⅰ
）
 し
 T
 
づ
呂
 -
0
 
の
。
で
三
の
 

り
す
 
。
 コ
 の
り
 
ゴ
ユ
 （
（
の
 

コ
づ
 0
 コ
の
 ・
 
ミ
 ・
Ⅰ
の
子
 
コ
 ざ
く
 0
 二
の
の
ま
ド
印
（
 

一
 し
曲
 せ
 @
 の
・
㏄
下
つ
 

（
 
2
 ）
 
オ
 0
 ミ
リ
「
 
由
ヒ
 
の
の
の
 
仁
 （
 鼠
 す
ま
お
目
の
 プ
ミ
 
・
 
ト
 「
 
コ
 ㏄
三
千
の
浅
 す
 ・
 目
 ・
の
・
 
肚
 ㏄
 

（
 
3
 ）
の
の
「
 す
 ・
 せ
 @
 の
・
 

P
l
0
 

（
 
4
 ）
 
ヂ
ご
 
ピ
し
・
の
・
い
け
の
１
１
 

べ
 ・
 り
 h
.
 

の
・
 

む
ト
肚
 

（
 
5
 ）
下
す
 笘
 バ
ダ
汀
子
 三
 z
a
 コ
卜
 「
 
コ
 八
三
丹
）
の
㏄
の
・
 

ゴ
ふ
 ・
 の
 り
 Ⅰ
 
ゴ
 ・
Ⅰ
・
の
・
り
切
 

垂
心
（
 月リ
 
）
（
Ⅰ
 

1
 ）
の
の
Ⅱ
 ゴ
 ・
メ
ト
 
-
 
・
の
・
の
）
 

お
 

（
 
8
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
隼
 ・
の
・
ウ
ト
ウ
。
 

り
 （
・
の
・
む
つ
の
 

（
 
9
 ）
こ
の
問
題
と
共
に
、
可
能
的
存
在
の
や
や
詳
し
い
考
察
 
ほ
 つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
の
間
 題
 」
、
 哲
学
研
究
四
九
三
、
四
の
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

（
㏄
）
の
の
（
 
オ
 ・
（
 
せ
 ・
中
ト
 ト
っ
 

 
 

 
 

（
 
皿
 ）
の
の
「
 オ
 ・
 く
 w
.
 

の
・
 

め
 ）
 轄
 

ら
、
笘
ぎ
曲
 
（
 
田
 
0
 を
悪
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
趣
意
を
 探
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
 

 
 

造
物
に
対
す
る
 係
 わ
り
を
受
容
す
る
時
の
不
完
全
性
を
 制
約
す
る
基
体
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
 つ
が
 結
び
 
つ
い
た
不
完
全
性
か
 

足
踏
み
の
状
態
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
。
不
完
全
性
 は
こ
の
 徴
標
 で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
ま
た
や
が
 て
 創
造
す
る
神
の
 、
被
 

 
 

に
、
 
造
ら
れ
れ
限
り
は
、
自
ら
の
実
在
性
に
決
着
を
 つ
 け
 え
な
い
空
虚
さ
を
持
っ
も
の
で
あ
る
。
被
造
物
は
木
質
 的
に
、
存
在
に
目
っ
て
 

本
質
的
に
纏
わ
る
存
在
論
的
な
不
完
全
性
で
あ
る
。
 被
 造
物
と
は
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
だ
け
 で
は
低
い
。
そ
れ
以
上
 

 
 

え
 %
 烈
 で
あ
っ
て
も
、
実
現
の
保
証
を
自
己
自
身
で
持
 ち
 え
な
い
場
合
に
は
、
要
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
己
の
在
 り
 方
が
、
要
求
の
は
か
 

 
 

な
さ
を
示
し
、
反
対
に
要
求
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
在
 り
 方
に
含
ま
れ
た
空
し
さ
を
知
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 は
 可
能
的
な
被
造
物
に
 

 
 

も
そ
れ
を
自
ら
 潤
 し
え
ず
、
要
求
に
応
え
る
だ
け
の
 根
 拠
を
自
己
内
に
持
た
ぬ
狭
間
に
止
め
置
か
れ
て
い
る
。
 存
 在
へ
の
要
求
が
、
た
と
 

そ
れ
に
対
し
て
可
能
的
な
も
の
の
本
性
は
、
両
者
の
秩
 序
を
転
倒
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
わ
ば
存
在
へ
の
要
求
 を
 抱
き
つ
う
、
し
か
 



一
 
"
'
 

一
 

可
能
的
な
被
造
物
の
不
完
全
性
は
 、
 上
に
述
べ
た
よ
 う
 に
 、
さ
し
あ
た
り
存
在
論
的
な
意
味
と
、
そ
の
結
果
が
 、
 神
の
働
き
を
受
容
 す
 

る
 制
限
に
見
ら
れ
る
欠
陥
へ
結
び
つ
く
と
予
想
し
た
。
 し
 か
し
何
故
に
存
在
論
的
な
不
完
全
性
の
係
累
が
悪
に
ま
 で
 及
ぶ
の
か
。
ラ
イ
プ
 

二
ッ
ツ
 は
こ
の
不
完
全
性
が
問
題
に
な
る
可
能
的
な
領
域
 、
つ
ま
り
被
造
物
の
「
観
念
的
な
本
性
に
悪
の
源
泉
（
 ）
㏄
の
。
 
由
 Ⅱ
の
 
0
 
 
口
亡
臣
 レ
ひ
 
）
）
 

が
 求
め
ら
れ
日
こ
の
領
域
に
こ
そ
「
悪
の
起
源
（
㌔
。
 ふ
 沖
田
 
コ
 e
 宙
 年
日
の
）
）
が
見
出
さ
れ
る
」
（
 

l
 ）
と
指
摘
す
る
。
 
そ
 こ
に
悪
の
観
念
的
な
原
 

因
 が
あ
る
の
は
、
や
は
り
前
述
の
よ
う
に
可
能
的
な
も
 の
が
、
完
全
性
の
程
度
に
応
じ
て
存
在
を
要
求
し
な
が
ら
 、
存
在
根
拠
の
自
己
 欠
 

如
 と
い
う
不
完
全
さ
に
曝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
，
 
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
完
全
性
が
悪
の
源
泉
に
結
び
っ
く
 意
味
を
持
っ
と
す
れ
 

ば
、
 少
く
と
も
そ
れ
は
、
単
に
神
に
対
す
る
完
全
性
の
 水
準
の
低
さ
や
、
不
十
分
さ
と
い
う
、
静
止
的
規
定
で
は
 な
い
。
こ
の
点
を
ラ
イ
 

フ
 ニ
ッ
ツ
の
考
え
方
を
付
度
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
延
長
 し
て
み
よ
う
。
 

が
ん
ち
 い
 現
実
的
で
あ
る
た
め
に
は
可
能
的
で
あ
れ
ば
 よ
い
神
と
、
可
能
的
で
あ
っ
て
も
現
実
的
で
は
あ
り
え
な
 ぃ
 被
造
物
と
を
、
 
共
 

通
の
尺
度
で
測
る
こ
と
は
で
き
れ
は
ず
で
あ
る
。
必
然
 的
な
神
に
対
し
て
、
被
造
物
が
偶
然
的
で
あ
る
理
由
は
 、
 自
己
の
存
在
と
非
存
在
 

ほ
 つ
い
て
、
ま
た
働
き
方
の
如
何
に
つ
い
て
、
限
定
す
 る
 絶
対
的
な
根
拠
を
自
ら
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 し
 か
も
こ
の
こ
と
が
、
 
あ
 

ら
ゆ
る
意
味
で
の
被
造
物
の
本
質
的
規
定
で
あ
る
。
 そ
 の
 限
り
存
在
根
拠
の
自
己
内
に
お
け
る
有
無
は
 、
 神
と
 被
 造
物
と
の
質
的
な
区
別
 

で
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
も
の
の
優
劣
と
い
う
量
的
な
 格
 差
 に
還
元
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
。
あ
る
い
は
最
高
の
 モ
ナ
ド
と
し
て
の
神
 

と
、
 創
造
さ
れ
た
モ
ナ
ド
と
の
間
に
、
（
 

2
 ）
連
続
 
律
 に
よ
る
 独

特
な
脈
絡
が
考
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
 無
限
少
の
差
の
限
り
な
 

い
 連
結
は
 、
 実
は
無
限
大
の
差
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
 故
に
神
と
被
造
物
と
の
間
に
は
、
連
続
律
を
介
在
さ
せ
 て
も
、
あ
く
ま
で
埋
め
 

ら
れ
ぬ
無
限
の
距
り
が
残
る
。
一
方
を
完
全
な
存
在
と
 す
れ
ば
、
他
方
は
端
的
に
不
完
全
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な
 ら
ぬ
。
そ
れ
は
可
能
的
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と
し
て
、
存
在
要
求
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
 ど

も
そ
の
場
合
、
今
舌
口
っ
た
㊤
 

 
 

含
ん
で
存
在
し
て
い
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
現
実
化
す
 る
 。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
の
 

-
3
5
 

）
 

 
 

 
 

創
造
が
、
被
造
物
を
可
能
的
状
態
に
あ
る
が
ま
ま
で
、
 現
 実
性
に
移
す
だ
け
だ
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
先
に
略
言
 ロ
 
し
た
よ
 う
 に
 、
ア
 
し
れ
に
 

悪
の
中
に
差
し
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
神
の
働
き
の
受
容
 を
 制
限
し
 、
 隠
れ
た
谷
間
と
な
っ
て
悪
を
溢
出
す
る
 源
 泉
 に
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

不
完
全
性
は
、
表
面
的
に
考
え
る
と
、
前
者
の
墓
に
あ
 る
 完
全
性
を
欠
如
し
た
部
分
、
ま
た
は
前
者
が
内
包
す
る
 一
面
と
見
ら
れ
る
か
も
 

し
れ
な
い
。
だ
が
不
完
全
性
は
、
そ
の
よ
う
に
存
在
性
 に
 呑
み
込
ま
れ
、
便
宜
的
に
 併
 列
さ
れ
る
だ
け
で
は
片
づ
 か
な
い
も
の
を
含
ん
で
 

い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
存
在
性
の
 一
 契
機
と
仮
定
 し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
既
に
可
能
的
な
も
の
が
、
 

自
 ら
の
存
在
に
、
責
任
を
 

も
っ
て
決
着
を
つ
け
え
な
い
と
い
う
、
存
在
の
性
 枯
全
 体
 が
不
十
分
で
あ
る
証
拠
に
な
ろ
 う
 。
そ
の
よ
う
に
可
能
 的
な
も
の
の
存
在
の
全
 

面
 に
共
鳴
す
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
不
完
全
性
は
 、
存
 在
住
の
一
面
と
か
、
そ
の
構
成
契
機
の
一
つ
で
は
な
く
、
 あ
る
程
度
の
完
全
性
を
 

持
っ
も
の
の
存
在
の
し
方
が
、
む
し
ろ
ほ
 ん
 ら
い
不
完
 全
 で
あ
っ
た
こ
と
を
 証
 示
す
る
。
そ
こ
に
神
と
区
別
さ
る
 べ
き
被
造
物
の
本
性
、
 

そ
の
存
在
性
の
隼
 か
 （
 
簿
 巨
を
認
め
う
る
と
思
う
。
 

不
完
全
性
を
前
に
は
、
可
能
的
な
も
の
の
存
在
要
求
の
 は
か
な
さ
、
存
在
そ
の
も
の
の
空
し
さ
を
浮
彫
り
に
す
る
 と
 言
っ
た
。
そ
れ
を
 

今
め
こ
と
と
関
連
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
 る
 だ
ろ
う
。
存
在
へ
の
要
求
が
単
に
要
求
に
終
わ
ら
ざ
る
 を
え
な
 い
 の
は
、
努
力
 

す
る
も
の
の
存
在
に
っ
き
ま
と
 う
 不
完
全
性
が
、
要
求
 を
 無
化
す
る
ご
と
き
 目
無
ヒ
を
 含
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
 い
か
。
逆
に
言
 う
と
、
 

こ
の
無
が
、
可
能
的
な
被
造
物
の
完
全
性
に
空
洞
を
作
り
 、
 割
れ
目
を
生
じ
さ
せ
て
不
完
全
性
へ
転
落
さ
せ
る
の
 で
は
な
い
か
。
被
造
物
 

は
 所
詮
、
そ
こ
か
ら
脱
け
出
せ
な
い
。
被
造
物
は
被
 造
 物
で
あ
る
限
り
、
既
に
可
能
的
次
元
に
あ
っ
た
時
か
ら
、
 本
性
を
か
か
る
制
約
の
 

な
 被
造
物
の
不
完
全
性
を
 、
 単
に
そ
れ
の
存
在
性
の
一
美
 機
 と
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
ぬ
意
味
を
表
わ
し
て
来
る
 。
存
在
性
は
、
可
能
的
 

 
 

な
も
の
が
存
在
を
要
求
す
る
時
の
基
盤
に
な
っ
た
木
質
 巨
 
里
 、
す
な
わ
ち
あ
る
程
度
の
完
全
性
か
ら
類
推
さ
れ
た
。
 こ
の
存
在
性
に
対
し
て
 



つ
い
て
は
、
 共
 可
能
性
に
墓
い
て
最
善
の
世
界
を
決
定
す
 る
 神
の
考
慮
、
選
択
お
よ
び
 意
 ギ
心
決
定
と
い
う
一
連
の
 
活
動
が
必
要
で
あ
る
。
 

従
っ
て
可
能
的
な
も
の
が
直
接
、
無
媒
介
に
現
実
化
さ
 れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
共
可
能
的
な
全
体
に
統
一
さ
 れ
る
限
り
、
最
善
の
世
 

男
系
列
を
成
立
さ
せ
る
に
適
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
 神
 の
 吟
味
を
媒
介
し
て
か
ら
実
在
に
 斎
 ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
 。
し
か
し
な
が
ら
 神
 

は
 、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
可
能
的
な
も
の
の
 水
 質
 内
容
を
自
ら
注
入
し
充
填
し
て
、
無
か
ら
創
造
す
る
の
 で
は
な
い
。
む
し
ろ
 完
 

金
性
の
程
度
に
応
じ
て
内
容
を
異
に
す
る
多
く
の
可
能
 的
な
も
の
が
、
要
求
す
る
存
在
を
世
界
系
列
の
中
で
満
 す
 た
め
に
、
そ
れ
ら
が
 相
 

互
に
結
合
す
る
関
連
形
式
を
設
定
し
、
実
現
す
べ
き
 最
主
 ロ
 0
 世
界
に
包
摂
さ
せ
て
充
足
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
 そ
こ
で
は
、
可
能
性
の
 

状
態
に
お
け
る
被
造
物
の
不
完
全
性
は
、
そ
の
ま
ま
 変
 ・
 
ぇ
 ら
れ
ず
に
、
現
実
の
世
界
へ
入
れ
ら
れ
る
。
創
造
は
 、
 不
完
全
性
に
見
ら
れ
る
 

（
 
4
 ）
 

「
悪
を
、
許
容
す
る
よ
う
に
神
を
規
定
し
」
、
「
最
善
の
世
 
界
も
悪
を
含
む
」
 
し
 方
で
行
な
わ
れ
る
神
の
決
断
で
あ
 る
 。
 

創
造
作
用
は
確
か
に
、
存
在
に
回
っ
て
努
力
し
て
い
る
 可
能
的
な
も
の
の
要
求
を
助
け
て
 満
す
、
 神
の
計
い
に
 違
 い
な
い
 0
 そ
う
で
あ
 

れ
ば
被
造
物
の
本
来
的
な
不
完
全
性
も
 、
 神
の
働
き
に
 よ
っ
て
消
滅
す
る
感
じ
を
与
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
 な
が
ら
先
の
主
張
は
 、
 

不
完
全
な
存
在
が
決
し
て
、
全
面
的
に
完
全
性
へ
引
き
 上
げ
ら
れ
、
 
翻
乾
 さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
た
と
 え
 神
の
計
い
が
被
造
物
 

の
 全
面
に
及
ぶ
と
し
て
も
、
不
完
全
性
は
言
わ
ば
そ
こ
か
 ら
 脱
落
し
た
も
の
を
被
造
物
の
内
に
残
す
。
こ
の
こ
と
 は
 、
創
造
す
る
神
と
呼
 

応
 関
係
に
立
っ
可
能
的
な
被
造
物
の
在
り
方
、
と
り
わ
 け
 存
在
と
受
容
と
の
両
面
に
見
ら
れ
た
二
つ
の
不
完
全
性
 の
 結
び
っ
き
を
、
わ
れ
 

わ
れ
に
想
 い
 出
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
 

神
と
被
造
物
が
呼
応
す
る
事
情
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
 ニ
ッ
 ッ
は
、
 二
つ
の
点
を
言
及
す
る
。
㈲
、
創
造
と
共
に
神
は
 一
方
で
は
、
「
 披
造
 

（
 
5
 ）
 

物
の
中
に
積
極
的
な
も
の
が
あ
る
の
を
産
出
し
保
存
し
、
 そ
れ
に
完
全
性
と
実
在
性
 と
カ
 と
を
与
え
る
」
。
そ
こ
 
で
は
、
創
造
さ
れ
た
 車
 

物
が
 、
実
在
性
を
持
ち
、
そ
れ
に
 塞
 い
て
自
己
の
本
質
 を
 積
極
的
に
展
開
し
実
現
し
て
ゆ
く
 力
 を
具
え
た
、
生
け
 る
 実
体
で
あ
る
こ
と
が
 

示
さ
れ
る
。
可
能
的
な
も
の
は
摂
理
に
濾
過
さ
れ
て
 捉
 ・
 
ぇ
 直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
前
に
触
れ
た
よ
 う
に
、
可
能
的
な
本
質
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「
受
容
性
の
制
限
（
 寸
 二
目
（
 
曲
 （
～
 

0
 コ
 隼
の
絃
（
か
り
の
で
こ
 

ヨ
 目
 
）
」
（
 

0
 
2
 
団
 

）
 に
あ
る
。
し
か
も
こ
の
制
限
を
「
存
在
の
始
め
か
 ら
 受
取
ら
ざ
る
を
え
な
 

Ⅰ 1 

  プヱッツ の 悪 

ぬ
 容
の
変
易
で
は
な
か
っ
た
。
被
造
物
の
理
念
の
中
に
 も
と
も
と
あ
っ
た
積
極
的
な
も
の
が
、
神
の
働
き
を
通
し
 て
顕
 わ
に
な
っ
た
だ
け
 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
完
全
性
と
実
在
性
と
を
与
え
る
 神
 の
 働
き
を
、
対
応
的
に
受
取
る
と
こ
ろ
は
、
被
造
物
の
 可
能
性
に
 

｜
 存在
 要
 

求
の
基
に
あ
っ
た
何
ら
か
の
程
度
の
完
全
性
で
あ
 り
 、
そ
れ
が
今
、
神
の
働
き
を
契
機
と
し
て
現
実
の
完
全
 性
 、
要
求
の
充
足
さ
れ
 

（
 
6
0
 

）
 

た
 実
在
性
へ
と
対
自
化
さ
れ
る
。
従
っ
て
現
実
の
被
 造
 物
の
 
「
完
全
性
が
神
か
ら
来
る
」
と
い
う
の
は
、
可
能
的
 な
も
の
が
、
が
ん
 ち
い
 

持
っ
て
い
た
完
全
性
が
、
創
造
の
摂
理
に
収
納
さ
れ
て
 臼
 却
揚
し
、
 神
の
認
証
を
経
て
受
取
り
直
さ
れ
た
こ
と
で
あ
 ろ
う
。
㈲
、
と
こ
ろ
が
 

他
方
で
は
、
完
全
性
の
神
か
ら
の
到
来
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
不
完
全
性
が
被
造
物
の
個
有
の
本
性
か
ら
来
る
と
、
 

  

（
 
8
 ）
 

そ
し
て
「
神
は
被
造
物
に
一
切
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
 な
い
、
さ
き
な
い
と
神
に
し
て
し
ま
う
し
と
 断
 わ
る
。
 わ
 れ
わ
れ
は
文
字
通
り
こ
 

の
 主
張
を
、
最
初
か
ら
神
が
故
意
に
、
被
造
物
へ
の
働
き
 を
 手
控
え
、
そ
れ
を
不
完
全
な
も
の
に
固
定
し
た
と
い
 う
 趣
旨
に
採
る
こ
と
ほ
 

（
 
9
 ）
 

で
き
な
い
。
神
は
も
ち
ろ
ん
被
造
物
を
神
に
は
し
な
い
。
 だ
が
「
自
己
の
姿
に
似
せ
て
」
円
ョ
 
曲
 的
の
を
造
る
ほ
ど
 の
係
 わ
り
が
開
け
て
い
 

る
 以
上
、
こ
れ
を
抑
止
す
る
原
因
は
、
被
造
物
の
受
取
り
 方
 に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
神
の
最
善
の
世
 界
 計
画
が
許
さ
ぬ
 と
い
 

-
0
 

l
 
人
 
）
 

う
 側
か
ら
問
題
に
す
る
 ピ
 ヒ
ラ
ー
に
対
し
て
、
こ
こ
で
わ
 れ
わ
れ
は
、
可
能
的
な
被
造
物
の
保
有
し
た
完
全
性
が
 、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
か
 

ら
 離
脱
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
根
源
的
な
不
完
全
性
 の
 頑
な
現
わ
れ
を
見
た
い
と
思
 う
 。
存
在
論
的
な
不
完
全
 性
が
、
 神
か
ら
の
受
容
 

性
を
制
約
す
る
と
前
に
言
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
 る
 。
神
は
不
完
全
な
存
在
を
も
、
底
か
ら
包
ん
で
ゆ
く
か
 も
し
れ
な
い
。
し
か
し
 

被
造
物
を
現
実
の
も
の
に
す
る
働
き
に
、
受
動
的
に
対
 応
 す
る
存
在
者
は
、
常
に
不
完
全
さ
に
纏
綿
さ
れ
、
神
の
 与
え
る
も
の
を
十
分
に
 

（
・
 

l
 
，
 
）
 

受
取
り
え
な
か
っ
た
。
「
光
り
の
 
父
 
（
 こ
 
口
の
（
の
年
の
の
）
 

け
ョ
 ざ
ぉ
 ③
」
に
よ
る
照
射
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
と
も
 、
こ
の
光
り
を
速
さ
な
 

い
 幕
が
被
造
物
に
影
を
作
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
神
に
よ
っ
 て
 実
在
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
そ
の
中
で
、
神
の
光
 り
を
受
付
け
な
い
影
の
靱
  

 

ま
ま
で
、
現
実
の
世
界
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
神
と
区
 別
さ
れ
る
被
造
物
の
個
有
の
本
性
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
 な
 神
の
働
き
に
対
す
る
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（
 
4
 
1
 ）
 

与
え
た
こ
と
に
は
さ
せ
な
い
し
、
被
造
物
も
造
ら
れ
な
 が
ら
な
お
、
「
神
の
働
き
を
制
限
す
る
」
遮
蔽
を
隠
し
 持
 っ
 こ
と
に
な
る
 0
 そ
こ
 

い
 」
も
の
に
、
被
造
物
を
固
定
さ
せ
た
の
は
、
そ
れ
 臼
 身
の
 「
 穏
 公
的
な
理
由
」
、
つ
ま
り
不
完
全
の
ま
ま
で
 存
 在
を
求
め
た
欠
如
的
な
 

本
質
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
先
に
被
造
物
が
含
む
と
舌
口
 
っ
 た
 無
は
 、
 神
の
働
き
を
受
容
す
る
不
完
全
さ
、
す
な
わ
ち
 制
限
さ
れ
た
受
容
性
を
 

惹
き
 起
す
と
共
に
 、
 逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
 庇
 へ
 深
 く
 沈
澱
し
て
ゆ
く
に
相
違
な
い
。
 

以
上
の
よ
う
な
二
重
の
呼
応
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
 ほ
 ぼ
 次
の
よ
う
に
 約
 舌
口
し
て
よ
か
ろ
う
。
㈲
 
、
神
は
 被
造
物
 の
 側
で
の
受
容
性
の
 

程
度
に
よ
っ
て
、
完
全
性
と
実
在
性
を
与
え
る
だ
け
で
 あ
る
。
つ
ま
り
被
造
物
は
「
そ
の
受
容
性
の
許
す
度
合
に
 応
じ
て
…
・
・
・
完
全
に
さ
 

れ
る
こ
す
ぎ
な
 

｜
 

し
（
 

、
 
3
-
 
エ
 

」
。
 

そ
の
限
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
 

て
、
 神
の
造
る
田
経
㏄
の
は
ど
こ
ま
で
も
仮
像
で
あ
っ
て
 原
 像
で
は
な
い
。
両
者
 

の
間
に
は
無
限
の
距
り
が
残
る
。
㈲
そ
し
て
こ
の
差
が
被
 造
物
に
陰
影
を
宿
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
果
的
に
は
 、
 神
を
し
て
す
べ
て
を
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
悪
が
闇
の
よ
う
な
も
の
 客
 0
 ヨ
 日
の
 

 
 

根
本
的
制
限
を
な
す
 

存
在
論
的
な
不
完
全
性
と
、
そ
れ
に
基
因
す
る
受
容
性
 の
 制
限
と
が
、
光
り
の
父
の
働
き
を
摂
取
し
え
な
い
と
こ
 ろ
 に
た
か
り
る
。
舌
口
 

わ
卜
 
H
 い
古
 

Ⅶ
 川
 

者
の
本
質
的
な
結
合
に
見
ら
れ
る
欠
如
的
な
本
性
が
 、
闇
 を
手
引
き
す
る
 
笘
ぎ
ひ
 （
 
ヰ
 
。
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
 悪
 で
あ
る
の
は
、
 
神
か
 

ら
 実
在
性
と
完
全
性
を
許
与
さ
れ
た
も
の
が
、
な
お
 完
 金
性
か
ら
脱
落
し
て
不
完
全
性
を
残
存
す
る
よ
う
に
、
 底
 で
し
む
け
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
造
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
自
身
の
内
に
 、
 造
ら
れ
ぬ
 
も
の
と
も
い
う
べ
き
独
自
性
を
留
め
る
こ
と
は
、
神
に
対
 し
て
自
己
を
開
い
て
ゆ
 

か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
、
な
お
す
べ
て
を
開
け
な
い
市
立
ち
 と
、
 神
か
ら
の
一
種
の
退
転
を
起
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 よ
う
な
隔
離
ま
た
は
 閉
 

塞
の
中
に
、
偶
有
の
本
性
を
存
続
し
、
不
完
全
の
ま
ま
 に
 自
己
を
陰
蔽
の
中
に
置
く
こ
と
が
悪
な
の
で
あ
る
。
 牡
 宮
口
（
 
円
 
0
 が
直
に
悪
で
は
 

な
い
。
そ
の
中
に
悪
の
成
立
や
構
造
を
帰
結
さ
せ
る
 根
 源
 的
な
理
由
が
封
入
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
 

根
沖
 的
な
不
 完
全
性
や
欠
如
性
と
い
 

う
笘
才
菜
 @
0
 
が
悪
と
見
ら
れ
る
。
被
造
物
が
現
実
の
世
界
 で
、
自
己
を
展
開
し
て
ゆ
く
途
中
に
表
わ
す
物
理
的
な
 亜
ゆ
 
（
）
の
 

ヨ
 の
）
で
 
ゴ
 Ⅱ
組
戸
ロ
 
0
 ）
 

悪
 

の
や
道
徳
的
な
悪
（
こ
日
三
日
 0
q
 
呂
 ）
は
、
い
ず
れ
も
 由
来
す
る
そ
の
起
源
を
こ
こ
に
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
形
而
上
 

 
 

（
 
2
 ）
 

 
 

の
は
、
こ
の
悪
が
、
現
実
的
な
悪
を
形
成
し
表
現
す
る
 超
越
的
な
根
拠
で
あ
り
、
 

一
 

 
 

よ
う
な
 
口
 Ⅱ
 
円
 
v
a
 

（
～
 

0
 に
お
け
る
悪
が
 
、
 逆
に
神
と
 被
造
 物
 に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
 

 
 

波
紋
を
及
す
か
。
そ
の
究
明
は
 、
 悪
を
め
ぐ
る
彼
の
考
・
 え
を
特
徴
づ
け
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
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場
合
、
理
由
は
同
じ
川
が
 、
 舟
に
与
え
る
流
速
の
違
い
 に
よ
る
の
で
は
な
い
。
舟
の
連
動
の
相
違
を
、
ラ
イ
ブ
 -
 
一
ッ
ツ
 は
同
じ
流
れ
を
 受
 

だ
 問
題
は
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
「
主
は
地
の
上
に
人
を
 
造
っ
た
の
を
悔
い
て
、
心
を
痛
め
、
「
わ
た
し
が
創
造
し
 た
人
を
地
の
お
も
て
 

（
 
6
 ）
 

ら
 ぬ
ぐ
い
去
ろ
う
。
…
・
・
・
わ
た
し
は
こ
れ
ら
を
削
っ
た
 
こ
と
を
悔
い
る
 
ヒ
と
 言
わ
れ
た
」
意
味
で
あ
る
。
こ
の
 主
 旨
を
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 

所
論
に
組
み
込
め
ば
、
悪
の
現
実
的
な
成
立
に
対
し
て
 で
は
な
く
と
も
、
お
よ
そ
悪
の
可
能
的
な
成
立
の
余
地
を
 残
し
、
被
造
物
を
そ
 

狭
間
に
放
置
し
た
こ
と
に
、
悔
い
る
神
が
関
係
し
は
し
 ま
い
か
。
簡
単
に
舌
口
え
ば
、
悪
を
知
る
不
完
全
な
ま
ま
で
 

造
っ
た
こ
と
に
、
 
神
 

-
7
 
）
 

係
 わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
間
接
的
な
が
ら
神
は
 、
 悪
の
 原
因
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
「
質
料
因
（
 田
 n
p
 
仁
 の
の
口
口
 目
曲
叶
 
）
の
 
ぺ
 
0
 ）
」
 

な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
舌
口
っ
て
そ
れ
を
、
悪
へ
の
神
 

の
 責
任
と
み
な
す
の
は
過
剰
で
あ
る
し
、
彼
も
峻
拒
す
る
 の
が
当
然
で
あ
る
。
 

こ
の
間
の
事
情
を
 、
 彼
は
川
の
流
れ
と
舟
の
遅
延
と
の
 関
 係
 に
警
え
る
。
流
れ
は
、
積
荷
の
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
 、
 舟
を
動
か
す
 原
 

で
あ
る
。
し
か
し
重
荷
を
積
ん
だ
舟
の
運
動
が
遅
い
原
因
 を
、
 流
れ
に
集
約
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
一
力
の
舟
 が
 遅
く
、
他
方
が
速
     

あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
創
造
す
る
こ
と
を
「
良
し
 L
 と
す
 る
 神
の
意
図
を
、
被
造
物
自
身
が
「
良
し
 ヒ
と
 摂
受
す
る
 こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
5
5
5
 

）
 

根
源
的
な
不
完
全
性
を
自
ら
の
責
任
と
し
、
曝
し
て
 神
 

 
 

ほ
 と
ど
ま
み
な
い
」
。
 
た
 

能
 性
の
状
態
に
あ
る
が
ま
ま
で
創
造
す
る
に
せ
よ
、
 そ
 の
よ
う
な
し
方
で
創
造
し
た
こ
と
を
も
っ
て
 、
 直
に
神
へ
 帰
責
す
る
の
は
疑
問
で
 

ろ
 う
 。
「
あ
な
た
が
た
 

き
に
 唆
 か
さ
れ
、
「
 人
 0

 目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
 

（
 
4
-
 

が
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
り
の
よ
う
に
」
 

な
 る

 者
と
な
る
こ
と
を
、
神
は
知
 

る
こ
と
は
、
神
の
意
図
で
は
な
 

-
3
 
）
 

っ
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
蛇
の
狡
 狙
 な
 哩
 

か
っ
た
。
た
と
え
す
べ
て
の
も
の
を
、
 

可
 

悪
の
随
伴
が
、
被
造
物
の
本
質
的
な
条
件
で
あ
る
と
す
 れ
ば
、
神
は
果
し
て
責
任
を
免
れ
え
よ
 う
か
 。
古
来
か
ら
 

  

 
 

 
 

れ
た
悪
と
創
造
者
を
め
ぐ
る
葛
藤
は
、
そ
こ
か
ら
神
を
 跳
 出
さ
せ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
論
調
を
も
、
し
ば
し
ば
揺
り
 動
か
し
た
。
根
源
的
な
 

 
 

不
完
全
性
が
、
も
と
も
と
被
造
物
の
存
在
と
同
時
的
で
あ
 り
 、
そ
こ
に
悪
の
芽
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
刺
さ
ず
 凌
 深
 し
て
完
全
性
に
転
換
④
 

せ
ぬ
限
り
、
創
造
も
悪
に
係
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 だ
 が
そ
れ
を
、
予
め
被
造
物
自
身
が
神
に
求
め
期
待
す
る
こ
 と
は
、
 
却
て
 不
遜
で
あ
 



      ，， ノ ーッノ の 悪 

制
限
さ
れ
た
受
容
性
を
伴
な
 う
 物
質
の
性
格
を
 、
デ
ヵ
 
ル
ト
、
ケ
プ
ラ
ー
と
共
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
惰
性
（
 田
 の
 （
（
～
の
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
 

が
 運
動
の
受
容
を
自
己
限
定
的
に
制
約
す
る
こ
と
は
、
 被
 造
物
の
欠
如
的
な
本
性
が
不
完
全
性
を
限
定
す
る
形
相
 で
あ
る
こ
と
に
対
応
す
 

る
 。
換
言
す
れ
ば
物
質
の
惰
性
が
遅
延
の
形
相
因
で
あ
る
 よ
 う
 に
、
根
源
的
な
不
完
全
性
と
い
う
 笘
ぎ
 a
t
 
円
 
。
 
こ
 そ
が
、
神
を
措
い
て
 悪
 

に
 責
任
を
持
っ
べ
き
形
相
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

悪
の
所
在
が
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
不
完
全
な
ま
ま
に
 自
己
を
残
し
続
け
る
被
造
物
の
、
偶
有
な
欠
如
的
本
性
Ⅱ
 惰
性
で
あ
り
、
そ
こ
 

が
 神
の
光
り
を
受
取
れ
ぬ
影
に
な
る
と
舌
口
っ
た
。
そ
の
 

眼
 リ
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
悪
を
、
能
動
的
に
生
成
の
側
か
ら
 で
は
な
く
、
受
動
的
に
 

存
在
の
面
で
考
え
、
主
知
主
義
的
な
存
在
論
的
立
場
か
 ，
 
ら
 照
明
し
て
い
た
の
は
否
定
し
難
い
。
わ
れ
わ
れ
が
不
完
 金
性
か
ら
論
究
し
始
め
 

た
の
も
、
神
に
よ
っ
て
存
在
の
明
る
み
に
 斎
 ら
さ
れ
る
も
 の
の
中
で
、
闇
に
籠
る
在
り
方
が
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
 で
あ
る
。
そ
れ
故
に
生
 

成
因
の
働
か
な
い
以
前
の
と
こ
ろ
が
、
さ
し
あ
た
り
 彼
 の
 関
心
の
焦
点
で
あ
る
。
「
悪
の
形
相
は
少
し
も
生
成
因
 を
 持
っ
て
い
な
い
。
何
㊤
  

 

（
・
・
 

l
 
Ⅰ
 
l
 
）
 

と
な
れ
ば
そ
れ
は
瞑
ぎ
堅
 い
 
0
 コ
に
、
 
・
・
・
：
す
な
わ
ち
 

生
 成
因
が
何
ら
働
か
な
い
も
の
に
成
立
つ
か
ら
で
あ
る
」
。
 

も
し
影
が
光
り
を
積
極
 

 
 

的
に
 捺
ね
 反
し
、
自
己
を
閉
ざ
し
て
神
に
対
立
し
 、
背
 を
 向
け
た
別
の
働
き
に
自
己
を
表
わ
そ
う
と
す
れ
ば
、
 逆
 倒
 的
な
我
意
が
悪
の
生
 
1
 

な
い
可
能
態
と
し
て
の
遅
延
の
質
料
因
に
な
っ
て
も
、
 そ
 れ
を
本
質
的
に
性
格
づ
け
る
形
相
因
（
寸
の
き
の
の
 

卸
け
 め
 
o
n
 

日
の
む
と
は
な
り
え
 

-
 
⑯
）
 

な
い
の
で
あ
る
。
積
荷
の
本
質
が
「
 受
 取
る
に
違
い
な
 い
 働
き
か
け
の
結
果
を
、
自
分
の
受
容
性
に
よ
っ
て
 縮
 少
し
て
い
る
」
。
か
か
る
 

取
る
舟
の
在
り
方
、
つ
ま
り
積
荷
の
軽
重
に
よ
る
舟
の
 流
速
に
 

力
が
、
 ち
な
み
に
神
の
働
き
に
最
も
よ
く
あ
た
る
と
、
 

舟
 の
運
 

よ
う
に
、
被
造
物
の
本
質
的
な
不
完
全
性
は
 、
 神
の
働
 き
を
 制
 

の
 原
因
で
あ
る
流
れ
が
、
速
く
流
れ
ぬ
こ
と
が
舟
を
遅
く
 し
て
 

し
か
し
一
定
の
流
れ
か
ら
見
る
と
、
流
れ
が
「
舟
の
速
 力
 の
 原
 対

す
る
受
容
性
の
程
度
に
求
め
る
。
舟
の
連
動
に
対
し
 て
 流
れ
の
与
え
る
 

動
の
遅
延
が
、
積
荷
の
重
さ
に
よ
る
流
速
の
制
限
さ
れ
 た
 受
容
性
に
あ
る
 

-
8
 
）
 

限
し
 停
滞
さ
せ
る
。
舟
の
遅
延
を
抽
象
的
に
考
え
る
と
、
 運
動
そ
の
も
の
 

い
 る
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
は
限
定
さ
れ
な
い
遅
延
の
質
料
 因
 で
あ
ろ
う
。
 

（
 
9
 ）
 

因
 で
、
速
力
の
制
限
の
原
因
で
は
な
い
」
よ
う
に
、
 

流
 れ
は
、
限
定
さ
れ
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  造 神はと 卍まぎ     

  
  
み 

節 節 あ 
る   

質 そ た 延 
料 れ 事 さ 

と と 態 せ 
考 も で る 

え 袖 あ 場 
た ほ ろ 合 

、旺 と、 依存 う 。 
、 ン し 挽 く 

ヱ た 言 動     
質 見 せよ、 は グ とする ば、 
て か 料 動   
ると、 o ぃ 「 す - @ 
（ う 神 と 
づ 一 

す ぎ吉村川 一には 
き 沢正の   
  
目イ均 そ   

ッ 者 め 

ぎツ 汀がか とに " 

遅延 のの ヨコ 自 ネ @ 、甲こ 、その 

  

（
Ⅰ
 
@
 

り
え
な
い
も
の
の
、
神
の
光
り
の
弱
り
と
し
て
考
え
 ろ
 れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
ち
（
 
片
せ
 
a
t
 
（
 
o
 は
悪
を
含
み
つ
 
っ
 、
な
お
神
に
方
向
 づ
 

成
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
は
こ
の
こ
と
を
、
 受
 容
 性
の
制
限
と
い
う
自
己
 内
 制
約
に
還
流
さ
せ
、
我
意
の
 発
出
以
前
に
引
き
戻
し
 
6
 

 
 

て
、
 予
め
抑
止
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
被
造
物
 は
 根
源
的
な
制
限
を
、
自
己
の
外
に
伺
っ
て
、
す
な
わ
ち
 神
に
対
し
て
自
己
を
頑
 

回
 に
主
張
す
る
手
段
と
は
考
え
ず
、
自
己
の
内
に
目
っ
 て
 課
す
る
限
定
と
す
る
。
被
造
物
の
不
完
全
性
は
、
ど
こ
 
ま
で
も
 神
 な
し
に
は
 在
 
㈱
 



そ
の
こ
と
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
を
、
消
極
的
な
い
し
 は
 観
想
的
な
把
握
と
す
る
見
解
に
赴
か
せ
る
か
も
し
れ
な
 い
 。
確
か
に
根
源
的
 

制
限
と
い
う
 笘
 ぎ
が
（
 
田
 
0
 と
、
そ
の
中
に
囚
わ
れ
た
悪
は
 、
自
縄
自
縛
的
な
光
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
、
神
に
 向
ぅ
 べ
き
被
造
物
が
 、
 

そ
の
道
行
の
歩
み
を
止
め
、
自
ら
を
忘
れ
て
 庁
 ん
だ
 状
 態
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
神
に
逆
ら
う
高
慢
と
し
て
、
 深
 淵
に
 突
き
落
す
撃
発
で
 

は
な
い
。
 官
才
緊
 ざ
の
悪
に
、
奈
落
の
底
で
神
に
 勘
ね
 る
自
 執
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
彼
が
こ
の
深
淵
に
気
づ
 か
ず
、
底
知
れ
ぬ
暗
闇
 

を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
の
も
 訪
 か
し
い
。
 少
 く
と
も
そ
の
際
に
立
っ
て
、
無
気
味
さ
を
予
感
し
て
い
 た
か
も
し
れ
な
い
。
 身
 

の
す
く
む
想
い
を
 窯
才
注
 ざ
に
託
し
て
、
被
造
物
の
状
 態
と
働
き
の
到
ら
な
さ
、
本
来
の
方
向
に
向
う
べ
き
 態
 度
の
誘
惑
、
 邪
路
 に
導
 

く
 可
能
根
拠
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
だ
か
，
 
ら
こ
そ
反
対
に
 、
 彼
が
深
み
に
身
を
置
か
ず
、
悪
を
眺
め
 る
だ
け
で
、
そ
の
繋
縛
 

の
中
で
 蹉
映
 し
て
破
滅
す
る
自
己
と
、
そ
の
蘇
り
に
徹
底
 し
な
か
っ
た
 磯
 り
は
な
お
残
る
で
あ
ろ
う
。
悪
に
 坤
吟
 す
る
被
造
物
が
、
ど
れ
 

ほ
ど
苦
汁
を
低
め
る
か
を
、
彼
は
体
現
し
て
い
る
か
。
 さ
 も
な
く
ば
人
は
彼
へ
の
批
判
を
や
め
な
い
。
 

周
知
の
よ
う
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
制
限
や
欠
如
に
依
拠
 し
た
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
が
 、
 神
に
包
ま
れ
て
あ
る
 彼
造
 物
 自
身
の
存
在
性
合
 

休
の
申
で
、
善
と
比
較
的
に
し
か
、
善
の
一
つ
の
力
 工
隙
 
に
、
 現
わ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
と
批
評
し
た
。
不
完
全
性
は
被
 造
 的
な
有
限
者
に
個
 有
 

の
 特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
悪
と
見
る
の
 は
 、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
旨
を
比
 輸
 す
れ
ば
、
神
か
ら
 張
 り
 渡
さ
れ
た
摂
理
の
中
 

嘘
で
考
え
ら
れ
た
未
熟
や
脆
さ
を
、
秤
目
の
破
綻
と
か
 
潰
滅
と
見
誤
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
神
の
意
 図
す
る
枠
内
で
の
不
祥
事
で
 

あ
っ
て
も
、
神
に
敵
対
す
る
自
歌
的
な
頑
迷
な
力
で
 は
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
 拒
斥
 す
る
矢
は
、
ラ
イ
プ
 ニ
 ッ
ツ
 が
言
う
欠
如
的
な
被
 造
 

（
 
Ⅰ
）
 

l
 

 
 

 
 

れ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
舌
ロ
 
い
 キ
ハ
刀
で
 

形
而
上
学
的
有
限
性
が
理
解
 

（
 
2
 ）
 

 
 

さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
有
限
性
が
、
そ
れ
 自
身
で
無
だ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
」
。
そ
し
て
「
 悪
は
有
限
性
そ
の
も
の
 

Ⅰ 7 く 459) 
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n
9
@
 

が
 、
し
か
し
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
奪
取
す
る
、
強
奪
 す
る
、
盗
み
取
る
の
が
、
は
る
か
に
重
大
な
悪
で
あ
る
」
 0
 
こ
の
よ
う
な
他
を
廃
 

こ
の
よ
う
な
後
者
の
方
が
、
前
者
よ
り
も
、
一
層
大
き
な
 悪
 で
あ
る
。
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
求
め
て
い
る
人
 に
と
っ
て
悪
で
あ
る
 

（
 
0
0
-
 

も
な
い
否
定
で
あ
る
」
。
だ
が
剥
奪
の
悪
は
「
積
極
的
な
 根
拠
を
前
提
に
し
て
お
り
、
実
際
に
他
の
根
拠
を
持
っ
 善
を
廃
棄
す
る
。
 

る
 逆
の
実
在
と
い
う
意
味
で
、
負
号
（
一
）
で
表
わ
さ
れ
 

る
べ
き
で
あ
る
。
欠
如
の
悪
は
「
そ
れ
に
対
立
し
た
定
立
 に
と
っ
て
 、
 何
の
根
拠
 

（
 
り
 
1
 
）
 

の
 二
 つ
が
 存
す
る
」
と
主
張
し
た
。
厳
密
な
意
味
で
の
 亜
 ゅ
は
 、
た
だ
 善
 （
十
）
を
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
 
む
 し
ろ
相
殺
し
て
消
去
す
 

（
 
り
 
3
 ）
 

か
ら
で
は
な
く
、
自
己
存
在
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
有
限
 性
か
ら
来
る
」
。
つ
ま
り
有
限
な
被
造
物
を
 、
 神
に
対
極
 

す
る
他
の
独
自
な
存
在
 

（
 
4
 ）
 

へ
、
自
己
の
栓
桔
を
勢
威
に
翻
す
「
原
理
の
積
極
的
な
逆
 転
 、
ま
た
は
転
倒
に
 墓
く
 」
乖
離
が
 、
 真
の
悪
だ
と
す
 る
 。
そ
れ
故
に
不
完
全
 

性
や
欠
如
や
惰
性
が
、
こ
の
悪
に
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
 い
ず
れ
も
逼
塞
せ
し
め
ら
れ
た
 境
 位
を
去
っ
て
 、
 白
ら
 惇
逆
 す
る
力
を
持
っ
積
 

極
 的
な
自
立
性
の
様
態
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ラ
イ
ブ
 -
 
一
ッ
ツ
 は
悪
の
存
在
を
観
念
的
に
説
明
す
る
認
識
根
拠
を
 指
摘
し
た
が
、
悪
を
悪
 

た
ら
し
め
る
力
の
実
在
根
拠
を
示
し
え
な
か
っ
た
。
 シ
 ェ
 リ
ン
グ
の
批
判
の
焦
点
は
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に
言
い
換
 え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
 

に
は
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
所
論
の
弱
点
が
 、
 確
か
に
析
出
 さ
れ
て
い
る
。
彼
の
立
場
か
ら
は
、
 菩
才
 a
t
 
ぃ
 
o
 
が
悪
の
 消
極
的
な
概
念
と
し
て
 

（
 
5
-
 

「
単
に
受
動
的
な
あ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
制
限
、
欠
乏
、
 

剥
奪
」
は
、
「
悪
の
個
 
有
 な
概
念
と
完
全
に
衝
突
す
る
 概
念
」
に
す
ぎ
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
鋭
敏
な
分
析
も
、
相
手
の
表
 現
の
不
備
を
突
破
し
て
、
ど
こ
ま
で
基
調
を
崩
し
解
消
し
 た
か
に
つ
い
て
は
、
 
い
 

わ
ゆ
る
神
の
内
な
る
自
然
が
被
造
物
の
本
性
を
貫
通
す
 る
 時
に
裁
断
さ
る
べ
き
不
明
さ
を
残
す
こ
と
か
ら
舌
口
っ
て
 

、
な
お
問
題
を
余
し
て
 

い
る
の
で
は
な
い
か
。
 

率
直
に
舌
口
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
に
 

、
 カ
ン
ト
が
初
期
に
言
っ
た
ほ
ど
の
積
極
性
の
表
現
を
 、
 
 
 

（
 
6
0
-
 

カ
ン
ト
は
積
極
性
が
、
実
在
的
対
立
を
通
じ
て
、
一
方
 に
よ
る
他
方
の
廃
棄
を
斎
ら
す
と
舌
口
 
う
 。
そ
し
て
 
負
量
概
 念
を
単
な
る
論
理
的
 否
 

定
 と
す
る
考
え
を
是
正
し
、
そ
れ
を
悪
の
間
 題
 に
導
入
 

し
な
が
ら
、
「
欠
如
の
悪
（
 

ヨ
 ㏄
）
 
9
 年
の
（
の
 

0
 （
仁
の
）
と
剥
奪
の
亜
 

心
 
（
 
-
 
ゴ
 ㏄
 
ざ
で
ユ
づ
 ㏄
 
ヱ
 。
 
コ
 ㌃
）
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対
立
者
と
な
る
時
だ
と
言
う
。
 

悪
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
な
積
極
性
へ
決
め
つ
け
る
と
、
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
 
拠
 所
は
悪
に
不
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
 よ
う
。
し
か
し
 逆
 

に
 、
も
し
あ
る
も
の
が
、
神
の
裁
量
の
枠
外
に
ま
っ
た
 く
 絶
縁
し
て
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
己
の
自
立
性
の
 証
し
で
あ
る
場
合
、
 
い
 

か
に
し
て
そ
の
も
の
が
悪
と
し
て
限
定
し
う
る
か
。
 断
 絶
を
介
し
て
独
立
性
が
始
め
て
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
 神
 0
 世
界
の
外
に
自
己
を
 

自
由
に
置
く
こ
と
を
、
直
に
悪
と
す
る
必
要
は
な
い
。
 そ
 れ
は
悪
と
も
無
縁
で
あ
る
。
神
と
離
れ
な
が
ら
も
、
 そ
 れ
が
真
に
自
立
的
な
ら
 

ざ
る
逆
立
ち
し
た
無
用
の
自
立
性
と
し
て
、
神
の
通
観
 し
ぅ
 6
 周
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
、
悪
に
も
な
り
え
な
 い
 0
 カ
ン
ト
 や
シ
ヱ
り
 

 
 

ン
グ
 の
立
場
を
極
度
に
拡
 延
 す
る
と
、
か
え
っ
て
悪
が
 亜
 ゅ
 で
な
く
な
る
別
の
世
界
、
つ
ま
り
 神
 な
き
人
間
の
世
界
 と
か
入
神
の
世
界
に
埋
 

没
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
一
概
 に
 、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
悪
が
、
空
虚
だ
と
切
捨
て
る
 こ
と
は
で
き
れ
し
、
 
な
 

  

（
 
2
 
@
 
Ⅰ
 
）
 

お
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
積
極
性
を
認
め
う
る
余
地
が
 見
出
さ
れ
よ
う
。
 

悪
注
 

（
 
1
 ）
シ
ェ
リ
ン
グ
の
見
る
限
り
、
不
完
全
性
や
悪
 
が
 欠
如
で
あ
る
の
は
、
完
全
性
や
善
 と
係
 わ
ら
せ
 ぅ
る
 範
囲
内
 
で
、
比
量
的
立
場
か
ら
類
推
し
た
 

結
果
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
他
者
の
反
対
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ら
 は
 他
者
の
反
対
概
念
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
比
較
の
可
能
な
 場
が
 、
他
者
か
 

プ
ニ
，
 

ら
 設
定
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
神
が
配
慮
し
て
 い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
他
者
に
支
え
ら
れ
て
存
在
す
る
に
 す
ぎ
な
く
な
 

 
 

る
 。
そ
こ
に
は
他
者
の
単
な
る
反
射
、
縮
減
さ
れ
た
写
し
が
あ
 る
だ
け
で
、
そ
れ
を
封
殺
す
る
破
壊
的
な
対
陣
が
な
い
。
 
シ
 ヱ
 リ
ン
グ
の
 
目
 

 
 

に
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
相
違
 が
、
 悪
を
神
に
対
す
る
力
学
 的
 対
立
に
入
れ
る
必
要
を
知
る
か
、
知
ら
ぬ
か
に
あ
る
。
（
 目
 
の
の
 
ア
 
0
 目
 @
 
口
内
 
一
 

19@ C461) 

-
 
Ⅱ
 -
 

グ
の
 見
方
で
あ
っ
た
。
悪
が
悪
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
 神
の
裁
量
し
う
る
範
囲
内
の
対
象
で
は
な
く
、
「
 我
性
 が
そ
の
断
絶
に
お
い
て
」
 

棄
 す
る
力
の
中
に
 、
 悪
を
見
る
の
は
、
 ヵ
ン
ト
と
シ
ヱ
 リ
ン
グ
に
共
通
す
る
洞
察
だ
が
、
 

セ
 （
 
ト
づ
 
a
t
 
円
 
o
 コ
 と
い
う
言
葉
で
悪
を
語
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
 所
論
に
求
め
ら
れ
な
い
。
彼
の
 

（
 
ハ
 
l
 
u
-
 

人
 

に
 近
い
感
じ
を
与
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
悪
に
 は
 「
力
 め
 卓
越
性
と
結
び
つ
く
」
 こ

れ
と
同
義
の
積
極
性
は
カ
ン
ト
と
共
に
 

笘
才
藍
ざ
は
 カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
年
の
（
の
 

c
 （
目
の
 

積
極
性
が
存
し
な
い
、
と
い
う
の
が
 シ
ヱ
リ
 ン
 



（
 
2
 ）
 

た
と
え
ば
彼
が
、
惰
性
を
「
動
く
も
の
に
対
す
る
一
種
の
 嫌
悪
 
父
 の
で
 
由
ゆ
コ
 
の
 乙
 ⑧
を
与
え
る
」
と
言
う
の
は
、
 動
 く
べ
き
時
に
動
こ
う
と
 

Ⅰ
 
"
"
 

Ⅰ
Ⅹ
 

不
完
全
性
を
こ
れ
ま
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
心
情
に
合
 わ
せ
て
、
被
造
物
の
存
在
性
全
体
に
係
わ
り
、
受
容
性
の
 面
 と
共
に
神
へ
目
を
 

閉
じ
た
在
り
方
と
考
え
た
。
 笘
ぎ
巴
片
 
0
 が
意
味
す
る
の
 は
 、
さ
し
あ
た
り
こ
の
欠
如
的
本
性
、
惰
性
で
あ
り
、
 そ
 れ
が
神
へ
の
歩
み
の
 休
 

歌
や
停
滞
を
起
す
限
り
、
悪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 と
 こ
ろ
で
惰
性
は
単
に
物
質
に
内
在
し
た
自
然
性
と
し
て
、
 そ
れ
自
身
が
直
に
悪
で
 

は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
力
の
作
用
を
受
け
な
い
限
り
自
 己
を
持
続
し
よ
う
と
す
る
惰
性
が
 、
 悪
に
係
わ
る
の
は
、
 そ
れ
を
本
性
と
し
て
 示
 

（
・
Ⅰ
 

@
 

す
 被
造
物
の
在
り
方
が
神
に
対
し
て
問
わ
れ
る
か
ら
で
 あ
る
。
神
に
伺
っ
て
こ
れ
を
表
わ
そ
う
と
す
る
態
度
が
悪
 へ
の
結
節
点
に
な
る
。
 

已
 む
の
 
q
&
p
 
の
旧
の
の
の
 
コ
ヰ
 の
 へ
ヨ
 の
 コ
 の
 り
ゴ
汗
ゴ
 
0
 コ
 円
 「
 臼
ゴ
の
 
@
 
（
 
，
 @
 
ヴ
 @
 
宙
 ・
 
の
 い
 ㏄
 つ
｜
 け
の
つ
）
 

（
 2
 ）
 
ま
ご
 ・
の
・
い
 

の
り
 

（
 
3
 ）
 
ぎ
ぎ
 ・
の
・
 

い
 の
 り
 。
ト
コ
日
の
Ⅱ
 

ォ
 

（
 ノ
叶
 
）
 
ぎ
ぎ
 ・
の
・
 

ぃ
白
 
㏄
 

（
 
5
 ）
 
子
ぎ
 ・
の
・
 

い
 っ
 っ
 

（
 
6
 ）
 
c
f
.
 

パ
ギ
 （
 @
 口
 笘
へ
 ナ
次
Ⅰ
の
Ⅱ
 
コ
 の
的
 
笘
 ぎ
の
 コ
 の
 つ
 
ひ
し
の
 
コ
，
ト
オ
 
㏄
 
口
 ・
や
ロ
の
め
・
 

巾
年
 ・
 目
 ・
の
・
 

P
 べ
づ
 
１
ト
Ⅱ
㏄
 

（
Ⅰ
 
7
 ）
（
 

0
0
 

レ
 （
 
ハ
コ
 
）
 
@
 
ヴ
 @
 
宙
 ・
の
・
Ⅰ
㏄
 

い
 

（
 
穏
 ）
の
 c
 ゴ
 0
 コ
 ぎ
的
 一
ぎ
 日
 ・
の
・
 

2
 の
）
 

（
 
皿
 ）
 
@
b
@
 
・
の
・
 

2
9
 

の
 

（
は
）
 ブ
 イ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
「
停
滞
し
た
不
完
全
、
硬
直
し
た
 欠
如
の
中
に
悪
の
 
力
 が
成
立
す
る
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
や
が
 て
そ
れ
が
「
釜
ロ
 の
 永
遠
 

な
一
様
性
に
消
え
て
ゆ
く
」
と
言
 う
 。
そ
し
て
「
 悪
 と
闘
い
 克
 服
す
る
善
が
活
動
的
な
原
理
で
お
る
」
限
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 の
 悪
は
「
倒
さ
 

れ
る
た
め
に
存
在
す
る
 力
 」
に
す
ぎ
 ぬ
 と
す
る
。
（
二
の
 0
 ゴ
の
 
二
こ
 の
子
 ユ
 ダ
 
の
 ・
 ま
 ③
け
れ
ど
も
そ
こ
に
、
悪
が
闘
い
の
相
手
に
 
 
 

の
、
 善
の
実
現
を
左
右
す
る
も
の
し
て
、
隠
れ
た
力
を
持
つ
こ
 と
を
、
も
っ
と
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
 

(-162)  20 



ライフ ヱソツ の 悪 

呈
示
す
る
か
。
特
に
固
執
す
る
と
か
、
先
へ
進
ま
な
い
 と
い
う
悪
意
が
、
ど
こ
に
積
極
性
を
表
わ
し
て
来
る
か
。
 そ
の
考
察
に
は
彼
の
実
 

体
 論
を
再
構
成
す
る
広
汎
な
手
続
き
が
必
要
だ
が
、
今
 は
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
の
簡
単
な
素
描
に
留
め
 ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
 

し
そ
れ
に
先
行
す
る
与
件
と
し
て
悪
意
に
推
量
さ
れ
る
 力
 の
一
瞥
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

形
相
因
は
 、
 悪
を
悪
と
し
て
生
成
さ
せ
る
原
因
（
生
成
 因
 ）
が
 未
 だ
働
き
出
な
い
 口
 （
 
ぃ
ヰ
 
め
ヰ
Ⅱ
 な
 存
在
の
次
元
で
 、
事
物
に
個
 有
 の
 惰
 

性
か
ら
悪
を
考
え
る
支
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
悪
 を
 構
成
す
る
特
別
な
原
理
Ⅱ
や
（
 
ぃ
口
 
c
 
ぜ
ぎ
 日
日
田
の
か
の
ロ
ヨ
 

は
 不
要
と
さ
れ
た
の
で
 

あ
る
。
こ
の
事
情
を
彼
は
暗
さ
 、
 特
に
寒
を
引
き
合
に
 し
て
、
寒
が
水
の
微
粒
子
を
分
離
す
る
運
動
の
減
少
、
 っ
 ま
り
水
の
個
 有
 な
運
動
③
 

力
 0
%
 
宮
の
 
（
 
@
o
 
 
に
す
ぎ
れ
と
き
 
目
う
 
。
し
か
し
そ
の
場
 合
 、
運
動
の
減
少
や
欠
如
が
 、
 単
に
運
動
状
態
の
変
化
に
 終
わ
ら
ず
、
な
ぜ
 更
め
 

 
 
 
 

て
寒
と
 規
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
味
 で
、
 寒
と
 舌
口
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
、
や
は
り
あ
る
の
で
 
は
な
い
か
 0
 シ
ヱ
リ
 ン
 

そ
れ
で
は
こ
の
め
性
 ペ
 

う
 「
悪
の
遠
因
（
 ゎ
 の
岸
の
㏄
 

の
場
面
で
、
形
而
上
学
的
 悪
 
（
 
ヨ
リ
ざ
ヨ
 日
の
（
 
曲
 屯
す
 
ぜ
 の
～
 
づ
 
年
ョ
）
を
源
泉
と
化
し
た
、
根
源
的
な
不
完
全
性
と
い
 

（
 
4
1
 

）
 

宙
の
ヲ
 
の
で
Ⅱ
の
 

日
ト
の
 

Ⅱ
の
の
（
～
曲
 

っ
ト
 
年
の
臼
 0
 ）
的
 
コ
臥
 
。
 り
 」
が
 、
ど
 の
よ
う
な
「
悪
の
近
因
（
 8
 拐
の
笘
 

o
n
 

ぎ
ぎ
 ⑧
」
を
 

し
な
い
こ
と
 

て
除
去
で
き
 

時
的
な
眩
惑
 

は
、
無
反
省
 

先
 へ
進
ま
な
 

以
上
に
 、
そ
 

た
 積
極
性
が
 

と
思
う
。
 

が
 自
己
性
の
表
現
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
 

「
無
知
、
誤
り
」
と
い
う
思
い
違
い
と
し
て
、
反
省
的
 

吟
 味
 に
よ
っ
 

る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
同
時
に
「
 

亜
 生
息
（
 

昌
ィ
リ
甘
 

い
の
）
」
（
 

3
 ）
が
そ
 こ
に
潜
む
の
も
見
逃
せ
低
い
。
判
断
の
誤
け
は
、
些
細
な
 

偶
然
や
一
 

に
よ
っ
て
も
起
る
。
だ
が
 
亜
里
思
 
は
「
神
の
働
き
を
制
限
 

被
 造
物
の
作
為
を
含
む
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
，
 

り
の
中
に
 

の
 結
果
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
こ
の
考
え
に
固
執
 

し
 （
お
い
 
目
簿
織
 ）
 
、
 ・
・
・
一
定
の
場
所
に
踏
み
 

習
 っ
て
谷
の
 
ヨ
 0
%
 
Ⅱ
の
 
パ
 
）
 

 
 

コ
 で
あ
る
」
そ
う
で
あ
れ
ば
単
に
本
性
の
受
動
的
な
 

罎
 隙
 で
あ
る
 

 
 

こ
へ
自
己
を
繋
縛
す
る
状
態
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
欠
如
 

に
 自
己
を
置
く
在
り
方
に
、
 
笘
 才
き
 円
 
。
と
い
う
悪
の
 
、
息
 を
 こ
ろ
 し
 

覗
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
現
実
の
世
界
 

に
お
け
る
被
造
物
の
表
象
作
用
と
自
由
意
志
の
活
動
面
に
 

も
 窺
え
る
 



家
 が
、
恒
久
的
に
判
明
で
あ
り
続
け
る
 

用
の
中
に
は
、
両
者
の
錯
綜
し
た
絡
み
 

断
ち
切
れ
な
い
。
判
明
で
あ
る
と
息
っ
 

あ
っ
た
と
い
う
不
安
定
さ
は
避
け
難
い
 と

は
限
ら
な
い
、
む
し
ろ
錯
雑
に
陥
る
か
も
し
れ
ぬ
 危
 険
 性
を
常
に
 
苧
む
 証
左
で
あ
る
。
表
象
 作
 

合
い
が
伏
在
し
、
そ
の
時
々
に
判
明
 相
 表
象
を
志
向
し
 て
も
、
他
へ
転
轍
、
変
易
す
る
可
逆
性
を
 

た
表
攻
が
、
 
実
は
見
誤
っ
た
表
出
で
あ
る
と
か
、
反
対
に
 危
惧
さ
れ
た
錯
雑
へ
の
懸
念
が
無
用
で
 

。
こ
の
よ
う
な
浮
動
性
を
内
具
し
、
そ
こ
か
ら
表
象
 し
 て
ゆ
 か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
 

披
 造
物
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

の
 理
性
的
精
神
宝
の
の
 つ
ユ
こ
 
で
さ
え
、
い
ぜ
ん
と
し
て
 錯
 雑
 な
表
象
を
た
え
ず
混
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
体
 の
 為
し
う
る
判
明
な
表
 

 
 

非
難
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
格
別
、
今
の
問
題
に
係
 わ
る
特
殊
的
な
も
の
を
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
 シ
ェ
 
リ
ン
グ
の
言
う
積
極
的
 

-
g
 

Ⅰ
）
 

な
も
の
が
「
随
伴
的
に
（
 口
 a
r
 
c
o
 

口
 c
o
 
日
臣
ひ
コ
い
 
の
）
」
「
 
偶
 然
 的
に
（
ロ
銭
 
め
 cc
 
日
の
巨
）
」
現
わ
れ
る
に
す
ぎ
れ
と
 
断
 わ
る
だ
け
で
あ
る
。
 
け
 

れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
凍
っ
た
水
が
砲
身
を
 破
砕
す
る
力
を
示
す
の
は
、
 

寒
 と
い
う
 
p
r
 
ぃ
 
v
a
 （
 
田
 
0
 コ
が
 、
 少
く
と
も
そ
れ
自
身
の
 

内
に
、
こ
の
よ
う
な
力
を
随
伴
 し
、
 
時
に
応
じ
て
発
現
 し
ぅ
る
 可
能
性
を
秘
匿
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
た
い
。
 も
し
そ
れ
が
い
か
な
る
 

意
味
で
も
、
 
カ
 と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
れ
ば
、
随
伴
 的
に
も
偶
然
的
に
も
お
よ
そ
 力
 は
、
事
情
の
如
何
に
か
か
 わ
ら
ず
現
わ
れ
な
い
と
 

思
わ
れ
る
。
水
の
運
動
の
減
少
が
、
抵
抗
力
を
潜
勢
的
 に
 貯
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
偶
発
を
予
想
し
う
る
 デ
 
ュ
ナ
 ー
ミ
ス
、
力
を
閉
 

（
 
穏
 @
 

じ
 籠
め
た
存
在
の
状
態
が
 、
 逆
に
悪
を
構
成
す
る
特
別
 の
 原
理
を
必
要
と
せ
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
い
う
 考
え
が
許
さ
れ
る
と
す
 

れ
ば
、
 
シ
ヱ
 
リ
ン
グ
の
指
摘
す
る
問
題
の
底
辺
に
 、
被
 幕
 に
隠
れ
て
鳴
動
す
る
積
極
性
を
、
形
相
因
の
内
面
に
 遥
 写
す
る
こ
と
が
で
き
よ
 

@
 
つ
 。
 

こ
の
よ
う
な
仮
定
は
、
表
象
の
判
明
と
錯
雑
と
の
混
合
、
 

お
よ
び
表
象
を
よ
り
判
明
化
す
る
努
力
や
欲
求
の
法
則
 を
 考
え
易
く
す
る
と
 

思
う
。
表
象
に
は
、
最
も
低
次
の
微
少
表
象
か
ら
段
階
 的
に
高
め
ら
れ
た
諸
種
の
も
の
が
あ
る
が
、
最
も
判
明
に
 哀
史
す
る
枝
道
的
実
体
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グ
 は
そ
れ
に
関
連
し
て
、
「
剥
奪
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
 
何
も
の
で
も
な
い
」
、
わ
れ
わ
れ
に
 
寒
 と
し
て
気
づ
か
れ
 る
た
め
に
は
「
そ
れ
が
 

 
 

 
 

-
8
 ）
 

現
わ
れ
る
何
か
積
極
的
な
も
の
が
要
る
」
は
ず
で
あ
り
、
 こ
れ
を
欠
如
 
悪
に
 導
入
し
て
「
説
明
す
べ
き
困
難
」
が
 処
理
さ
れ
て
い
な
い
と
 



ライプニッツの 悪 

の
 根
源
的
な
不
完
全
性
が
投
げ
か
け
る
、
 欝
積
 さ
れ
た
 力
の
現
わ
れ
が
見
ら
れ
よ
 う
 。
表
象
の
混
在
は
、
混
在
を
 成
立
さ
せ
る
基
盤
と
し
 

て
の
、
 笘
才
 里
田
。
が
秘
め
る
屈
折
し
た
積
極
的
な
力
か
 
，
 
ら
 考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
同
じ
事
情
は
自
由
音
写
 ゆ
め
 
働
き
に
も
見
ら
れ
る
で
 

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
神
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
 、
 善
を
為
 す
べ
き
自
由
意
ギ
か
が
、
悪
に
陥
る
の
は
、
善
の
見
誤
り
や
 
粗
漏
 の
た
め
で
は
な
 

（
 
乾
 ）
 

く
 、
む
し
ろ
悪
を
善
に
偽
装
し
よ
う
と
す
る
作
為
の
た
 め
で
は
な
い
か
。
悪
が
「
善
の
下
に
隠
れ
、
善
の
マ
ス
ク
 を
つ
け
て
表
わ
れ
る
」
 

の
は
、
善
の
稀
薄
化
で
は
な
い
。
そ
れ
を
利
用
し
て
 木
 性
を
擬
遣
 す
る
巧
妙
に
仕
掛
け
ら
れ
た
悪
の
罠
で
あ
る
。
 こ
の
こ
と
は
、
「
 見
か
 

け
 上
の
善
（
 
汀
 眩
 め
コ
ひ
浅
鴎
荘
 
③
」
を
、
「
本
当
の
善
（
 

 
 

の
 脆
さ
に
忍
び
込
ん
で
、
 

裏
側
か
ら
操
る
悪
の
策
謀
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

被
造
物
が
神
へ
の
方
向
に
お
い
て
迷
う
の
も
、
結
局
は
 そ
の
た
め
で
あ
る
。
混
在
の
中
に
あ
っ
た
錯
雑
な
表
象
は
 、
本
来
の
意
味
で
 

表
象
に
価
し
な
い
が
、
そ
れ
で
自
発
性
 や
 、
判
明
に
表
 象
 す
る
力
が
、
破
滅
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
 も
 問
題
は
 、
 少
く
と
も
 

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
す
べ
き
自
己
の
本
質
へ
の
 忠
 実
さ
 、
つ
ま
り
神
や
世
界
に
対
す
る
被
造
物
の
あ
る
べ
 き
 在
り
万
に
 、
 狂
い
と
 

震
動
が
導
入
さ
れ
た
占
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
 直
 線
的
に
そ
れ
を
、
裏
切
り
と
か
反
抗
と
い
う
、
自
己
否
定
 的
な
意
味
で
、
明
示
し
 

た
り
強
調
し
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
ほ
木
 誠
実
や
方
向
の
逸
脱
が
 、
 在
る
べ
き
も
の
を
そ
の
も
の
 に
さ
せ
な
い
抵
抗
力
の
 

裏
返
さ
れ
た
作
用
と
し
て
看
取
さ
れ
な
い
か
。
感
覚
的
 な
 喜
び
（
 匡
注
 の
 
片
 
Ⅱ
）
や
情
念
（
で
が
の
の
 

山
 
0
 コ
 ）
が
、
表
象
の
 完
全
性
の
感
情
を
制
限
 

し
 、
「
神
と
の
一
致
に
見
出
さ
れ
る
幸
福
を
邪
魔
す
る
（
 

 
 

念
に
 耽
り
、
貫
徹
に
よ
 

っ
て
「
 悪
こ
 

,
@
,
 
@
5
 

決
を
見
出
す
」
 

）
ー
こ
と
は
、
神
の
音
生
心
を
推
定
 

す
る
人
間
の
理
性
的
精
神
の
最
大
の
恥
辱
で
あ
り
不
倫
 快
さ
で
あ
る
。
し
か
し
 

（
 
W
@
 

）
 

何
故
に
十
分
な
反
省
が
妨
げ
ら
れ
、
コ
情
念
が
理
性
を
 凌
駕
」
（
 

6
 
1
 

，
し
た
り
、
見
か
け
上
の
善
が
「
本
当
の
善
を
圧
倒
 

）
 

す
る
」
惑
い
が
 蒼
 ら
さ
㊥
 

れ
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
た
ま
た
ま
あ
る
 場
 含
め
 、
理
性
活
動
の
到
ら
な
さ
と
か
不
在
を
示
す
欠
如
 状
 態
の
結
果
と
す
る
だ
け
 

 
 

 
 

 
 

で
は
足
る
ま
い
。
更
に
越
え
て
、
 理
 桂
を
圧
倒
す
る
ほ
 ど
の
、
情
念
の
凝
縮
さ
れ
た
力
の
 墳
 り
と
考
え
た
い
。
 神
 に
 伺
っ
て
の
誤
っ
た
 自
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し ま が わ れ 知 暗 い 反 徒 
て っ 自 れ わ を 火 曜 、 逆 っ 

、 た 己 が れ 盗 間 を 前 す て 
悪 時 の 誤 を に の 見 へ る 神 

を 、 広 ま 沈 前 店 た 進 烈 に 濃 密 誤 まず る だ る 滞 さ とし 動いんし向 はとでいっ 
に り り け せ て し 思、 い 悪 て 
す の 下 で 、 通 は ぅ る の 歩 
る 元 げ は そ 屈 し 。 は 表 む 
で に る な の さ ば ず 現 べ 

が は き 
あ るっ 還 よく う " 諜 謬よ離 せ " 実 、 も 

は な の 誤 ま にう 気 と れて ィ麦 る が 
一 % ほ   眺め を り づ、 ヵ する り ど そ 

た @ こ ラ オ 丁 円 質 o を ず 注 ざ 課 ま 放 こ な ィ を 
っ プ 単 
て ニ に 
い ッ 怠 

た ツ っ 

、 に て 

そ 見 い 

    の 出 る 

                            よ うなと せこ 
な い が 

事 が 悪 塔であ 自ら挑 Ⅱ 毛麓叶 ～。深く 墜 形の 力 楽 とか 息呈 " た 1 

単文 拐 ち を 、 る を 歩 の 

て 持 白 め 成 ん で 
立 で は 
さ い な 
せ る い 

る つ     と も 強   
ろ が て 
に 歩 歩   

ま ｜ が だ き 知 
、 ん ま 

悪 だ せ 
惟 神 あ ろ 意 す の こ な 

定めるう の 意 。 。 忘 へ努 る 
誤 志 あ そ の カ   
ま の た こ 転 を   
り 推 か に 化 ⑬ 棄 
を 定 も は に） て 
堆 を 自 わ     
積 誤 

  
己 れ わ 無 の な に 

  
  （注 1 , 
    

ぃ 的 ク       
  、 題 

    
  
て考 てか 

アプ え方に自休耕 ら 企てて 

  
的のぢれ 佳 世 な   
キ手 俺 ． p   
つ寵 Ⅱ ，惰 

を中 とするの世界 性 住のこ コ 

  
見つご秘 
解い 目 か     
富 プ 綺決 

を 七二年を ッ @ ハ 

発
 性
の
発
動
は
、
そ
れ
自
身
の
所
為
だ
け
で
は
な
い
。
 自
 発
 性
の
奥
に
た
が
る
す
る
無
規
定
な
力
の
押
し
上
げ
に
 よ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 
  

 



悪
 

神
に
造
ら
れ
た
も
の
は
、
常
に
指
目
し
て
神
を
凝
 祝
 し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
目
を
 閉
じ
て
、
自
己
の
不
完
全
さ
 

 
 

か
 、
や
が
て
そ
れ
に
縛
り
つ
け
ら
れ
る
 惧
 れ
が
あ
る
。
 わ
れ
わ
れ
は
た
え
ず
、
そ
れ
 
峨
 

 
 

ろ
ん
根
源
的
な
不
完
全
性
を
超
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
 ぃ
 。
だ
が
不
完
全
さ
に
 補
 わ
 

 
 

 
 

れ
て
流
さ
れ
ゆ
く
性
状
を
、
そ
の
つ
ど
新
し
く
上
回
っ
 て
 否
定
し
克
服
す
る
努
力
は
 、
 再
び
神
を
、
被
造
物
の
あ
 る
べ
き
在
り
方
を
、
 瞭
 
2
 

七 

（
 
3
 ）
 
ぎ
乙
 ・
の
・
 

ト
ぃ
 
Ⅰ
 

（
 
4
 ）
 
ぎ
 @
 ・
の
・
の
 

ミ
ト
 
・
の
 
朋
壌
 

（
 
5
 ）
（
 
6
 ）
 @
 田
 ・
㏄
・
 

ト
い
り
 

ハ
 
7
 リ
ご
ぎ
 ・
の
・
 

ぃ
 ㏄
の
 

（
 
8
 ）
の
り
 オ
 色
 ぎ
洩
 一
子
 田
 ・
の
・
 

ぃ
ゥ
ト
 

（
 
9
 ）
の
 っ
 
（
 
プ
 ・
 
そ
 H
.
 

の
・
 

め
 
0
l
.
N
 
ト
 ㏄
 

（
 
托
 ）
 
C
 （
・
㌧
 

ざ
オ
汀
 
「
 一
ぎ
ぎ
 
・
の
・
 

2
 ～
 ド
 

（
Ⅱ
）
 

C
f
.
 

の
の
 

オ
 ・
 
せ
ロ
 
・
の
・
の
 

つ
 p
 。
 2
 の
め
。
 
ひ
 0
0
 

（
 
ば
 ）
 
ぎ
ミ
 ・
の
・
 

2
0
 

）
 

（
㎎
）
 ざ
ぎ
 ・
の
・
 

2
0
P
,
C
f
.
 

の
・
 
び
っ
 
の
 

（
Ⅱ
）
 @
 
三
 &
.
 

の
・
）
 

め
め
 

（
 
騰
 ）
 
ぎ
ぎ
 ・
の
・
 

2
 の
め
 

（
 
托
 ）
 @
 
圧
由
 
・
の
・
 

め
 0
9
 

ハ
 
l
 ）
 @
b
@
 
・
の
・
 

め
 0
P
 

（
㎎
）
 ぃ
め
 
・
 
ぎ
 @
d
.
 

の
・
 

2
 の
 つ
 

（
 
騰
 ）
 
ヨ
ご
 ・
の
・
 

P
2
2
 



然
 と
発
見
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
も
低
く
ば
 
口
 「
）
 

v
a
 

ヰ
る
 の
 悪
は
 、
 次
々
と
悪
を
呼
び
、
や
が
て
神
へ
の
反
逆
を
 唆
 か
す
因
に
な
る
か
も
 

し
れ
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
直
観
が
、
か
か
る
 轟
動
 を
 感
じ
て
い
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
 亜
 ぬ
の
 思
想
の
展
開
が
 、
自
 

 
 

の
 限
り
シ
ェ
リ
ン
グ
の
舌
口
 う
 積
極
的
な
悪
へ
の
道
は
遠
 い
よ
う
で
、
実
は
案
外
 

近
い
。
わ
れ
わ
れ
の
油
断
は
 、
 魂
の
中
に
存
続
す
る
 許
 さ
れ
た
限
り
の
完
全
性
を
曇
ら
せ
、
不
完
全
性
へ
引
渡
し
 て
し
ま
う
だ
け
で
は
な
 

く
 、
そ
れ
を
唯
一
の
自
己
主
張
に
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
よ
り
判
明
な
表
象
へ
の
欲
求
を
重
 祝
 し
、
不
屈
の
精
進
に
 

よ
る
抵
抗
の
克
服
を
通
じ
て
、
絶
え
間
な
き
発
展
を
最
 も
 強
調
し
た
の
は
何
故
か
。
精
神
の
怠
惰
を
乗
り
越
え
て
 

「
新
し
い
喜
び
と
、
 

@
2
 
）
 

新
し
い
完
全
性
と
に
向
日
永
遠
の
進
歩
」
を
目
指
す
 
の
は
、
 笘
 才
望
 ぃ
 
Q
 の
深
刻
な
連
鎖
に
対
抗
す
る
苦
悩
 と
専
 小
に
 、
 生
の
意
義
を
見
 

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
自
己
の
帰
趨
を
 、
も
 
っ
 ぱ
ら
神
に
委
託
す
る
安
逸
と
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
。
 根
底
か
ら
深
く
反
省
し
 

熟
慮
し
続
け
る
決
断
が
、
不
完
全
な
被
造
物
を
生
か
す
 唯
一
の
道
で
あ
る
。
悪
を
許
容
す
る
神
の
意
図
に
つ
い
て
 語
る
彼
の
洞
察
は
 、
檜
 

災
 さ
れ
た
表
面
的
な
叙
述
の
ま
ま
に
済
ま
し
て
は
な
ら
 な
い
。
悪
を
世
界
の
調
和
と
美
の
た
め
の
附
加
的
な
妙
味
 で
あ
る
と
か
、
多
様
性
 

（
 
3
 ）
 

と
 豊
富
を
彩
る
装
飾
と
す
る
平
易
な
表
現
の
彼
方
に
 、
実
 は
 彼
の
目
が
注
が
れ
て
い
る
。
最
善
の
世
界
の
実
現
は
 、
楽
天
的
に
神
の
裁
量
 

を
 傍
観
す
る
人
間
の
無
作
為
を
認
め
な
い
。
そ
れ
は
神
 と
 共
に
成
就
す
べ
き
共
同
の
目
標
で
あ
る
。
根
源
的
な
不
 完
全
性
を
挟
持
し
な
が
 

ら
神
に
向
 ぅ
 も
の
が
、
常
に
伝
 苫
 す
る
悲
痛
な
境
忙
に
 懐
か
ず
、
苦
悩
に
満
ち
た
 ぺ
 シ
ミ
ス
ム
ス
を
越
え
て
こ
そ
 、
 神
は
悪
を
許
容
 す
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
悪
や
根
源
的
な
欠
陥
を
美
的
調
和
の
世
 界
の
契
機
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、
人
間
は
浬
 身
 の
 努
 力
 を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
 

ぃ
 。
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
地
上
的
な
代
行
者
と
呼
 ば
れ
る
に
適
わ
し
 い
 。
人
間
は
摂
理
を
内
実
化
し
て
 表
 わ
す
責
任
を
持
っ
。
 
そ
 

れ
を
期
待
し
 鋭
望
 す
る
神
の
配
慮
を
徒
祝
し
、
生
の
自
 発
的
 推
進
を
鈍
化
す
る
の
は
精
神
の
麻
 庫
 で
あ
ろ
う
。
 

械
ぎ
 a
 （
～
 
0
 
は
そ
の
よ
う
な
人
間
の
、
自
己
自
身
と
神
と
 に
 対
す
る
背
反
 へ
駆
 り
た
て
る
可
能
性
を
含
む
。
け
れ
 ど
も
逆
説
的
に
言
え
 

ば
 、
口
才
 緊
ざ
 
が
そ
れ
を
映
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
わ
 れ
わ
れ
は
神
へ
の
怠
惰
が
持
つ
空
し
さ
と
、
そ
の
自
転
 が
 辿
る
行
末
に
覚
醒
 せ
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ライプニッツ の悪 

  
    
  
    
  
  
    
  

て 

3 2 1 注   発 
展 
観 
的   @ こ 

ぎ し 志 う ッ が 日 捉 - 

え，り 

・の・下の っナ、 @ われわ 移 への @@ 方 ロい   は ソ 、 の つ ウ     
吏 れ り を よ   る 

べ 
き 

世   界 
底 自 れ し を 
さ 覚 る こ 妨 の動 

的   よ オ @ 
責 問 を う よ 

父 l@ 題経 な り 

成 
立 

さ と 過 神人 
を す し の な 

原 
理 

悪な " るて " （ 帰善 る を 
に ら 下 結 を   づ Ⅱ） セ 

て 刊 て 志 す   
表書お に た 

  
  

わ さた、 のりよめ るの 
ま l 

ね め 人 ） 手 
逆 
対 

ばに間決 な悪が定、 段   
  

らを容はあ ぬ し 易 " る @ こ 

。 て に 善 い 不 
  
て 

  
た 

  中 。 て、 トき とする L とい 界に対 ネ   
則 配意 を 
を 慮恵 存 
" に か 容 

ハ
 
4
 セ
 
）
 

不
完
全
な
 惰
 落
す
る
も
の
と
し
て
造
っ
た
神
の
根
拠
が
 、
 「
神
に
人
間
を
再
び
造
ら
せ
る
」
。
こ
の
 
再
 創
造
あ
る
い
 は
 創
造
の
連
続
に
よ
っ
 

し
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
 
官
宇
笘
 ～
 
0
 は
わ
れ
わ
れ
を
 

る
 神
は
、
こ
れ
を
予
測
し
て
勘
考
し
て
い
る
に
違
い
な
 

遂
げ
、
神
へ
の
目
を
一
層
開
き
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
 

対
 し
て
輝
度
を
わ
れ
わ
れ
が
辿
る
べ
き
道
に
加
え
る
で
 

な
 信
頼
と
愛
に
燃
え
た
っ
精
神
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
 突

き
当
ら
せ
て
、
あ
る
べ
き
在
り
方
を
想
い
知
ら
せ
る
 壁
 に
な
る
。
悪
を
許
容
 す
 

い
 。
そ
の
た
め
に
は
人
間
自
身
が
 、
 前
も
っ
て
許
容
に
値
 す
る
自
己
反
省
を
成
し
 

あ
る
。
 笘
才
 茸
山
 
0
 は
こ
の
自
己
照
明
の
た
め
の
跳
躍
 板
 と
な
り
、
神
の
光
り
を
 反
 

あ
ろ
う
。
悪
の
許
容
に
応
え
る
も
の
は
、
徹
底
し
た
 決
 仝
 
思
 を
伴
な
う
神
へ
の
完
全
 

官
写
緊
 ぎ
を
く
ぐ
り
抜
け
て
固
め
ら
れ
た
決
意
と
の
 
照
 応
 に
お
い
て
、
人
間
を
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輔
 

し
か
し
問
題
は
ま
だ
展
開
の
途
中
に
あ
る
。
問
題
 点
 の
 闇
明
 と
解
決
の
た
め
に
は
、
ま
だ
多
く
の
作
業
が
 必
要
で
あ
る
。
本
論
文
が
 、
 
㈹
 

如
 
こ
の
よ
う
な
背
景
と
目
的
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
も
 の
で
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
 

 
  
 

七
千
 

環
諸
 旗
の
二
大
神
 
族
 問
の
関
係
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
 

に
 注
意
す
る
に
至
っ
た
。
 

様
 
栢
 達
し
た
。
そ
し
て
筆
者
は
他
方
で
は
、
神
話
に
お
い
 

て
も
ヘ
天
津
 

神
 ・
国
津
 

と
そ
の
機
能
（
 

4
 
神
 
）
 
Ⅴ
の
二
大
神
 

族
 

均
分
類
原
理
が
著
し
く
印
欧
 

0
%
 北
方
系
Ⅴ
 

北
部
イ
ラ
ン
系
 

（
 
り
 
0
 
）
 

（
 
り
 
Ⅰ
）
 

の
 習
俗
（
哀
悼
 傷
身
 ・
断
髪
、
花
嫁
が
火
を
跨
ぐ
習
俗
や
 王
家
の
近
親
婚
）
の
研
究
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
習
俗
が
 恐
ら
く
 

の
 遊
牧
民
か
ら
ア
ル
タ
イ
系
 諸
族
 に
拡
が
り
、
さ
ら
に
 古
 伏
日
本
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
 想
 定
 に
到
 

（
 
l
l
 
）
 

ほ
 つ
い
て
は
、
一
九
六
一
年
以
来
、
吉
田
敦
彦
氏
が
一
連
 の
 重
要
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
古
代
日
 本
に
お
け
る
い
く
つ
か
 

一
 

は
じ
め
に
 

記
紀
生
記
さ
れ
た
日
本
神
話
の
系
統
論
は
新
ら
し
い
 段
 階
 に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
は
、
西
方
 の
 印
欧
語
族
の
神
話
 

と
日
本
の
古
典
神
話
と
の
間
に
予
想
外
に
大
き
な
 、
し
 か
も
細
部
や
構
造
に
お
け
る
一
致
が
認
め
ら
れ
て
来
た
こ
 と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
 

辛
気
化
神
話
の
諸
 様
 
目
 
木
 

大
林
太
良
 



記
紀
神
話
体
系
に
お
い
て
は
、
芋
嵐
地
神
話
は
ア
マ
 テ
 -
 
フ
ス
、
ツ
ク
 
コ
 ミ
 、
ス
サ
ノ
オ
 の
 三
 貴
子
の
誕
生
と
こ
の
 三
 貴
子
の
三
界
分
掌
 

の
神
話
と
、
大
岩
屋
神
話
と
の
中
間
に
あ
り
、
そ
の
筋
に
 お
い
て
も
両
者
を
連
結
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
 は
 、
記
紀
と
も
に
同
様
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芋
嵐
 地
 神
話
の
考
察
に
当
っ
て
 は
 、
そ
れ
が
 三
 貴
子
誕
生
か
ら
大
岩
 

 
 

屋
 ま
で
の
連
続
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
 必
 要
 が
あ
る
。
 

  

記
 
1
1
 
本
 
1
1
 

三
 貴
子
の
出
生
の
仕
 力
 に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
 異
 伝
 が
あ
り
、
 
か
 コ
三
貴
子
の
三
界
 
分
 

  

（
 
二
リ
 

）
 

 
 

掌
 ら
 、
所
伝
に
よ
っ
て
そ
の
細
部
を
異
に
し
て
い
る
（
 
第
 
一
表
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 
ス
サ
ノ
オ
 

 
 

 
 

 
 

は
 自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
地
域
に
不
満
で
、
高
天
原
 に
 ア
マ
テ
ラ
ス
を
訪
ね
る
。
 

ス
サ
ノ
オ
 

冶
先
 

を
逐
 

は
そ
の
天
界
訪
問
が
天
界
を
奪
う
と
い
う
邪
心
に
も
と
づ
 く
も
の
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

分
サ
 

め
に
 ア
マ
テ
ラ
ス
と
字
 気
 比
を
行
う
。
こ
の
手
無
比
に
 よ
っ
て
、
邪
心
の
な
い
こ
と
が
証
明
さ
 

 
 

ね
 た
 ス
ザ
ノ
オ
 は
、
調
子
に
乗
っ
て
乱
暴
を
働
き
、
 

つ
 い
に
ア
マ
テ
ラ
ス
は
大
岩
屋
に
か
く
 

 
 

子
 

1
 
貴
 

ミ
国
す
原
す
 地
 

ね
 、
 ス
サ
ノ
オ
 は
高
天
原
か
ら
放
逐
さ
れ
る
。
 

 
 

芋
嵐
地
神
話
に
つ
い
て
は
、
古
山
 記
 、
古
 紀
 の
 瑞
 珠
里
 約
葦
 本
文
、
一
喜
一
、
 
ニ
 、
三
、
宝
 

ツ
 

校
目
侮
日
天
 

 
 

 
 

つ
の
 表
 
（
 表
二
 
、
（
 

6
@
 ）
三
）
に
ま
と
め
て
い
る
の
 

（
 
7
 

て
、
 

そ
れ
に
譲
る
 

鏡
 開
始
章
一
書
 三
 、
古
語
拾
遺
に
記
載
が
あ
る
。
記
紀
 の
こ
れ
ら
個
々
の
所
伝
の
異
同
は
 、
す
 

 
 

 
 

こ
と
に
し
よ
う
。
 

神
名
分
担
地
域
 

筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
 諸
異
伝
 に
記
さ
れ
た
芋
嵐
 地
神
話
の
基
本
的
な
筋
は
 、
 次
の
よ
 

    

- 一 Ⅰ - - 己 

糸目 

の 
宇 
荏 

河北 

神 
話 

( ， 172)@ 30. 



宇気 地神話の諸様相 

㈲
 

ネ
は
 、
物
実
に
よ
る
解
釈
を
示
す
。
 

 
 

 
 

 
 

述
 
品
 
な
し
 
交
換
 

ハ
 
注
口
Ⅲ
Ⅰ
は
、
所
持
品
と
生
ま
れ
た
男
女
神
と
の
関
係
を
示
 

す
 
。
 

氏 熊 
族 類 
の 忍、 

系 踏 
譜 @  @ 杢 ⅠⅡ @   
O   
O   

O   
  

O   
①   

31@ (473) 
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㏄
 
吋
注
註
 （
 
せ
民
 何
 
%
 ぎ
 P
0
 
、
 1
3
%
 。
 下
 
8
 は
 、
 

 
 

し
か
し
、
こ
れ
よ
り
後
の
下
三
斗
ま
文
献
、
 

邪
悪
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
の
レ
コ
隅
の
口
ヒ
コ
悶
の
 活
動
が
独
立
の
魔
神
に
形
成
さ
 

こ
と
に
口
目
妻
 圧
ぎ
 第
一
章
に
お
い
て
は
、
神
話
と
し
 て
 明
瞭
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
 

イ
ラ
ン
で
は
、
ナ
セ
の
の
（
 
ド
 に
お
い
て
、
臣
下
目
付
 
a
 

造
 が
常
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（
べ
ド
の
 
コ
 u
o
P
-
 

ノ
ミ
㏄
ド
ヰ
岡
の
創
生
垣
に
は
、
 

宙
 口
部
口
目
 

ヨ
の
コ
 悪
い
割
注
 
辿
ソ
旧
 

、
巨
 コ
雙
笘
 目
付
 ぎ
セ
 
の
の
反
対
 創
 

が
 Ⅱ
～
Ⅰ
 
卸
づ
 
口
目
占
ト
 

0
.
 

の
）
。
さ
ら
に
 

卜
づ
の
 
㌔
 鉾
由
丁
に
 
出
て
 く
る
悪
い
創
造
者
 
守
卑
の
 

あ
る
。
 

三
 大
原
理
な
い
し
二
大
領
域
を
代
表
す
る
二
神
が
相
 手
 ，
 
つ
 と
い
う
だ
け
な
ら
、
何
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
 し
か
し
、
こ
の
よ
う
 

な
 二
神
が
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
の
神
や
存
在
を
生
み
出
す
 こ
と
に
よ
っ
て
 相
 争
う
と
な
る
と
、
分
布
は
限
ら
れ
て
く
 る
 。
そ
の
中
で
も
こ
と
 

に
 顕
著
な
の
は
古
代
イ
ラ
ン
で
あ
り
、
痕
跡
の
あ
る
の
は
 、
そ
の
文
化
的
影
響
を
受
け
た
地
域
た
る
 北
 ・
内
陸
 ァ
 シ
フ
 で
あ
る
。
 

こ
の
芋
嵐
地
神
話
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
が
結
合
 し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
な
も
の
を
こ
れ
 か
 ，
 
b
 論
ず
る
こ
と
に
 

し
よ
う
。
 

そ
の
一
 つ
は
 、
二
重
創
造
な
い
し
平
行
創
造
の
神
話
で
 あ
る
。
つ
ま
り
、
女
神
は
女
神
ば
か
り
を
生
み
、
男
神
は
 男
神
ば
か
り
を
 生
 

む
 。
つ
ま
り
、
宇
宙
の
二
大
領
域
な
い
し
二
大
原
理
の
 代
表
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
系
列
の
神
々
を
生
む
こ
と
 に
よ
っ
て
 相
 争
う
の
で
 

正
二
重
創
造
神
話
 

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
天
界
の
王
た
る
 太
 湯
 女
神
と
、
天
界
へ
上
っ
て
来
た
根
の
国
の
支
配
者
た
る
 男
神
が
対
決
し
た
。
 
こ
 

 
  

 

0
 

対
決
は
両
袖
が
そ
れ
ぞ
れ
神
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
 争
 わ
れ
た
。
女
神
は
三
女
神
を
生
み
、
男
神
は
五
な
い
し
 大
男
神
を
生
ん
だ
。
 
生
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ま
れ
た
男
神
の
一
人
は
、
マ
サ
 カ
ア
 カ
ツ
カ
チ
 
ハ
セ
 ビ
 ア
メ
ノ
 オ
シ
ホ
ヒ
 
、
、
、
、
、
、
で
あ
り
、
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
後
 継
 者
と
な
っ
た
。
 



0
 年
日
 鯨
往
 （
下
す
 
仁
宙
絹
 a
 ま
曲
 ）
は
無
限
の
光
明
 界
に
 住
み
、
レ
ゴ
上
日
日
（
ナ
コ
 
幅
 「
 
ゅ
目
 ゑ
目
し
は
無
限
の
暗
 黒
の
深
み
に
住
ん
で
い
 

て
 、
両
者
問
を
空
虚
が
隔
て
て
い
た
。
 0
 耳
ヨ
 

a
z
 

Ⅰ
は
 
レ
オ
Ⅰ
 
ヲ
 臣
が
存
在
し
て
お
り
、
か
つ
攻
撃
し
て
来
る
 

こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
 

呈
ョ
 p
N
 

宙
は
三
千
年
間
彼
の
理
想
的
な
創
造
を
行
な
 

っ
た
 。
レ
オ
 r
 ま
 い
コ
 は
 
0
 年
日
 

a
z
 

り
の
存
在
を
知
ら
な
 

か
っ
た
が
、
深
み
か
ら
 

起
き
上
っ
て
光
明
を
望
見
す
る
に
及
ん
で
、
 呈
ョ
 a
z
 
年
 の
 光
明
を
滅
そ
う
と
し
た
が
、
善
神
の
方
が
強
力
な
の
 を
 見
て
 、
 深
み
に
帰
り
、
 

彼
を
助
け
る
多
く
の
悪
魔
を
作
っ
た
。
 0
 年
日
式
年
 は
亜
 
ゅ
 
神
の
生
ん
だ
悪
魔
た
ち
と
そ
の
製
造
の
邪
悪
な
目
的
を
 知
っ
て
、
悪
神
に
講
和
 

を
 申
し
出
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
 中
 出
が
拒
否
さ
 れ
た
後
、
 0
 年
日
 

a
z
 

Ⅰ
は
限
り
の
な
い
争
い
を
避
け
る
た
 

め
の
戦
術
と
し
て
、
 九
 

千
年
の
期
間
を
提
案
し
た
。
つ
ま
り
、
 呈
ョ
餓
 &
 は
、
 こ
の
う
ち
三
千
年
は
呈
 ョ
然
 宙
の
意
志
に
全
く
そ
 つ
 て
 経
過
し
、
次
の
三
千
 

年
は
 0
 年
ヨ
 a
 き
 
と
戸
ゴ
（
 
ま
 目
の
両
者
の
音
 ギ
ゅ
 
に
 従
 っ
て
経
過
し
、
最
後
の
三
千
年
の
戦
い
に
お
い
て
悪
神
 が
 無
力
に
な
る
で
あ
ろ
 

う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
悪
神
は
無
知
の
 た
め
こ
の
提
案
を
受
諾
し
た
。
そ
の
後
で
 0
 可
ョ
 a
z
 

宙
は
 

強
力
な
祈
祷
を
唱
え
る
 

こ
と
に
よ
り
、
彼
が
最
終
的
に
勝
利
を
得
る
こ
と
を
 臣
 ゴ
 （
 巨
日
 
に
示
し
、
臣
す
 
ニ
 ヨ
目
は
狼
狽
し
て
暗
黒
の
中
 
に
 逃
げ
込
ん
だ
。
悪
神
 

が
 混
乱
し
て
い
る
間
に
 0
 年
日
出
色
は
六
人
の
天
使
 っ
 ま
り
下
日
住
む
の
 で
 の
 巨
 （
 
レ
ヨ
鰍
簿
も
 の
 コ
 （
の
）
を
創
造
し
 
、
七
番
目
に
 呈
ョ
斗
泣
 

自
身
を
創
造
し
た
。
 呈
ョ
鮎
往
 
は
っ
い
で
物
質
的
な
 創
 造
 と
し
て
、
 天
 、
水
、
地
、
植
物
、
牛
、
 人
 （
の
 
ゅ
ぢ
ョ
 a
 「
（
）
を
創
造
し
た
。
 

そ
 

し
て
 セ
 番
目
に
創
造
さ
れ
た
の
は
 0
 年
日
 

p
N
 

年
 自
身
 で
 あ
っ
た
。
レ
 オ
 （
（
ョ
ギ
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
六
人
の
悪
 
腫
 を
 創
造
し
た
が
、
七
番
 

相
国
 に
 レ
 フ
ペ
 
@
 ロ
 コ
 自
身
を
創
造
し
た
。
 レ
ゴ
 
㌔
 ヨ
の
コ
 は
 後
に
大
攻
撃
を
試
み
、
こ
の
原
牛
と
原
人
を
殺
し
た
 

  

諦
 
殺
さ
れ
た
の
 ミ
 0
 日
笠
の
精
液
か
ら
最
古
の
兄
妹
 

が
 生
ま
れ
、
こ
れ
が
人
類
の
始
祖
と
な
っ
た
の
で
あ
る
 （
㏄
仁
司
 

ロ
怜
プ
ぎ
コ
 

。
（
上
せ
）
。
 

 
 

冊
 

ま
た
中
口
（
（
 

田
め
 期
の
日
の
臼
 り
 地
方
の
宗
教
に
 つ
い
て
、
㌧
こ
口
～
 

卜
乙
 =
0
 

の
（
し
の
い
日
の
の
 

t
O
 の
 
オ
 ミ
辞
 か
 
0
 １
 へ
叩
 
）
が
 報
 上
口
し
て
 
卜
 
u
 る
 

-
o
 

り
 
I
 ）
 

%
 
 が
 、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
善
 
い
 も
の
を
創
造
す
 
る
 神
と
、
悪
い
も
の
を
創
造
す
る
神
と
が
あ
る
こ
と
を
 
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
 

-
 
干
 

下
臣
 日
め
 期
の
い
の
Ⅰ
 
つ
い
 
三
の
日
に
お
け
る
二
重
創
造
の
 観
念
で
あ
る
が
、
サ
サ
ン
 朝
 時
代
の
い
の
Ⅱ
べ
が
出
の
 

ヨ
 に
 も
 、
こ
の
観
念
は
見
ら
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の
神
話
の
後
半
は
天
岩
屋
を
想
起
さ
せ
る
点
で
注
目
し
て
 よ
い
が
、
筆
者
が
見
た
限
り
で
は
、
光
明
男
の
善
神
の
  
 

て
 創
造
活
動
を
営
む
の
で
あ
っ
て
、
暗
黒
界
の
悪
神
は
こ
 れ
に
対
応
す
る
創
造
を
行
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
  
 

と
は
言
え
ず
、
ウ
ケ
 ヒ
 神
話
の
比
較
 例
 と
し
て
の
重
要
 性
は
劣
る
と
見
て
よ
い
。
 

以
上
、
我
わ
れ
は
イ
ラ
ン
に
お
け
る
関
連
の
諸
神
話
を
 見
渡
し
て
来
た
が
、
そ
の
な
か
で
こ
と
に
 巴
仁
痔
ツ
 
三
の
 
コ
  
 

宙
の
二
大
領
域
の
主
神
が
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
の
存
在
を
 生
ん
で
相
い
争
う
点
を
明
瞭
に
語
っ
て
い
て
、
我
が
手
 気
 地
神
話
 

筋
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
 触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
イ
ラ
ン
神
話
中
の
一
部
 た
る
 光
 

た
 原
人
の
リ
セ
。
 
ヨ
 a
r
 

（
の
神
話
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
 

別
 の
点
で
宇
 気
比
 神
話
と
の
類
似
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
 あ
る
。
 が

 対
抗
策
と
し
 

二
重
創
造
神
話
 

の
神
話
が
 、
 宇
 

に
極
め
て
近
い
 

明
神
が
創
造
し
 

-
2
 

Ⅰ
 ）
 

三
 存
在
を
つ
く
り
、
そ
の
一
つ
人
生
き
て
い
る
精
霊
Ⅴ
が
 原
人
を
光
明
男
に
連
れ
も
ど
 す
 の
に
成
功
す
る
と
い
う
 筋
 に
な
っ
て
い
る
。
 
こ
 

ね
 、
ア
ル
メ
ニ
ア
の
教
会
長
老
木
 0
 ）
す
の
 目
ぃ
 
ョ
ホ
が
 引
 く
客
 。
ち
の
 
斥
簗
 寸
の
円
目
口
 o
b
o
 

戸
 0
 の
の
記
録
に
は
次
の
 よ
う
な
神
話
が
出
て
い
 

る
 。
天
地
も
な
か
っ
た
原
初
に
ぎ
 毛
 ㏄
 コ
は
 
一
千
年
の
間
 祈
祷
し
て
息
子
を
得
よ
う
と
し
た
。
母
胎
中
に
二
児
が
 宿
っ
た
が
、
 
ぎ
毛
ギ
は
 

二
人
の
う
ち
最
初
に
生
ま
れ
た
も
の
を
王
に
す
る
と
 @
=
 

ロ
 っ
た
 。
こ
れ
を
聞
い
て
 レ
ゴ
 r
 
円
ヨ
 銭
が
 0
 「
 
ヨ
 ㍗
 宙
 よ
り
も
 先
に
生
ま
れ
、
 
下
 ミ
リ
 コ
 

に
王
に
せ
よ
と
要
求
し
た
。
約
束
を
破
ら
ぬ
た
め
に
、
 ぃ
 「
 ま
 a
 口
は
き
）
土
ヨ
 ひ
コ
 に
、
お
前
に
九
千
年
間
の
王
国
 を
 与
え
る
が
、
 
O
r
 
ヨ
 ㍗
Ⅰ
 

が
お
前
の
主
人
と
な
り
、
そ
し
て
九
千
年
の
後
に
は
 0
 （
 
ヨ
 ㍗
宙
が
王
と
な
り
、
好
き
な
こ
と
を
や
れ
る
と
答
え
た
 。
そ
こ
で
 
0
 （
ヨ
ぎ
年
と
 

p
r
 

（
目
の
 

コ
 
は
被
造
物
を
作
り
始
め
た
が
、
 

O
h
 巨
 N
p
 が
 作
っ
た
も
の
は
す
べ
て
良
く
 、
臣
プ
 ～
 ま
 p
n
 が
作
っ
た
 も
の
は
す
べ
て
悪
か
っ
 

（
Ⅱ
 

@
 
）
 

十
八
 

-
 
し
 
。
 

と
こ
ろ
が
、
マ
ニ
教
の
神
話
で
は
、
光
明
男
と
暗
黒
 界
 と
が
存
在
し
、
暗
黒
界
の
神
が
光
明
 界
 に
侵
入
し
よ
う
と
 す
る
が
、
光
明
 界
の
 

神
は
八
生
命
の
母
Ⅴ
を
流
出
し
、
こ
れ
は
ま
た
ヘ
原
人
 Ⅴ
を
流
出
し
た
が
、
原
人
は
悪
に
敗
れ
て
し
ま
う
。
善
神
 は
 第
二
の
創
造
と
し
て
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原
宇
 

姉
 
で
あ
る
。
神
が
天
か
ら
火
を
降
ら
し
、
そ
の
た
め
 

初
 海
洋
の
一
部
が
固
ま
り
、
大
地
が
形
成
さ
れ
た
。
 

神
 は
 大
地
に
降
り
、
同
様
に
 

造
 

 
 

物
事
業
に
関
心
を
抱
く
悪
魔
の
巴
ヒ
ロ
 

ぎ
 変
に
出
会
っ
 て
相
 争
っ
た
。
 

抑
 

平
行
創
造
に
よ
る
競
争
の
形
式
を
よ
り
明
瞭
 蜂
 不
 し
て
い
る
の
は
、
ト
ラ
ン
ス
・
バ
イ
カ
ル
地
方
の
円
目
 コ
 %
 目
の
族
の
大
地
起
源
神
話
 
冊
 

木
 
よ
 
@
 
@
 
 
 

識
 
も
の
を
単
に
加
工
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

栢
 

こ
の
例
に
お
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
、
神
が
大
地
、
 

男
 、
悪
魔
が
 森
 ・
沼
地
、
女
を
創
造
す
る
が
、
こ
の
場
 

合
 、
悪
魔
は
神
が
創
造
し
た
 

（
 
4
 
1
 
せ
 ）
 

魔
 は
こ
の
男
の
肋
骨
か
ら
女
を
作
っ
た
。
 

次
に
、
イ
ラ
ン
と
日
本
と
の
中
間
の
地
帯
に
目
を
向
 け
 る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

シ
ベ
リ
ア
の
創
世
神
話
と
し
て
こ
と
に
広
く
分
布
し
て
い
 る
の
は
、
い
わ
ぬ
る
潜
水
神
話
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
 い
 特
徴
は
対
立
す
る
 

二
神
に
よ
っ
て
創
造
行
為
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 r
0
 
づ
 
ム
ノ
お
 丙
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

「
創
造
の
仕
事
を
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
の
は
二
神
で
あ
 っ
た
 。
造
物
者
は
一
人
の
協
力
者
、
彼
の
将
来
の
競
争
 相
手
で
あ
り
敵
で
あ
 

る
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
時
に
は
彼
の
弟
と
し
て
 、
 時
に
は
彼
の
妻
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ト
ル
コ
・
 キ
 ン
コ
ル
系
民
族
と
 

フ
々
 ノ
 ・
 ウ
 ゴ
ル
系
民
族
に
共
通
な
創
造
神
話
に
お
い
て
 は
 、
こ
の
二
重
性
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
他
の
 諸
民
族
の
と
こ
ろ
で
 

-
 
は
 ）
 

も
 背
景
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
の
創
造
 活
動
は
競
争
の
諸
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
」
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
イ
ラ
ン
の
場
合
の
よ
う
に
、
 こ
の
二
神
が
最
初
か
ら
宇
宙
の
二
大
領
域
を
分
掌
し
て
 い
る
の
で
も
な
け
れ
 

ば
 、
二
重
創
造
な
い
し
平
行
創
造
と
し
て
創
造
行
為
が
 進
行
す
る
の
で
も
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
 

比
較
的
平
行
創
造
に
近
い
例
と
し
て
Ⅰ
の
 す
 の
 
由
 ，
心
曲
 
絃
 （
 族
 の
場
合
を
見
よ
う
。
神
が
ま
ず
一
羽
の
白
鳥
に
原
初
 海
 洋
の
底
か
ら
土
を
も
 

っ
て
こ
さ
せ
、
こ
れ
か
ら
大
地
が
出
来
、
神
は
第
二
の
鳥
 を
 大
地
に
派
遣
し
て
噴
で
掘
り
か
え
し
て
山
や
谷
を
 っ
 く
ら
せ
た
。
し
か
し
 悪
 

魔
 に
は
こ
の
美
し
い
、
 ホ
 の
な
い
大
地
が
気
に
入
ら
な
 か
っ
た
。
そ
こ
で
悪
魔
は
沼
地
を
伴
っ
た
森
林
を
作
っ
た
 。
神
が
男
を
作
る
と
 悪
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る （ づ 

ぶ 一 い れ 

根 方 が ら   
    そ 事     

べ 五 具 を   
ア 領 的 て   
の 域 な も 棒 ③ 釜悪 ， ロ、 
事 に 形 明   
例 侵 式 ら 

は 入 に か 
臼 J 旨 

ィ せ お な 
う ん い よ 
ン と て う 

の し は に 
事 て 多   
側 筆 く な 

ように の プ宙 ヰ口 

ゼ （ お土 
よ い の る 

  
り と 場 ほ 

は、 央 て 

も 日重、 二合 ど シ 
木 剣 平 べ 

桶 ア 
に ジ 

の 道 行 り 水 ア   
を に ァこ 芋嵐を行 創造 @ 注 も 

比 う と は い 枯ヲ 

神 と い   で 木 
話 い う 原 を 
に う 明 古 ど 生   ち ゃ 
て 式 な       ら す 
い な 形 造   

側 筆 
@,. Ⅰ Ⅰ @ Ⅴ ん ネ とを行 っと 為 @C  の 競 言 が と てい らず 

      
っ な 、 争 が あ 

て い ま と 生 り 

よ こ た 結 え   
か と 宇 び 

る か方 O 
  

ろ で 宙 っ 

を 三   
白 て 全 に いてい ちも ある。 の二大 見守っ ぺ 臣ト Ⅱ ㏄ 分 き 能 あ 

筆 領 る よ て で か 
音 域 こ り 大 あ 松 
の の と 弓台 き る を   
識 表 少 ぎ巨 たので （Ⅱ   い く と 生 

あ こ な 認 え 

に 二 % 鮮 

出 重 う 椰 胡 
て 創 と 話 鮮 
い 遣 し し に 

る め て に 関 
も 性 争 お し   
で を が て は 
あ 明 生 ま   
る 自 ず と 木 

。 @C  る め 木下 詩 

先 示 と て の 
づ し い い も 

前 者い基 てうると 。 と   
見 け な で た 
よ で 性 は 私 の講 っ ， 。 はな 格が 日本 

い 再 や 義 
。 び ィ を 

依 明 う 聴 
出 陳 ン 講 

氏 に の し   
げ れ の 田 
た て よ 千 
吹 く う 百 
め る な 子         、 氏 

倒 し 宇 が 
の か 宙   
う し の そ 

の後 ち、 この 二大 

三 竿 領 関 
つ い 域 係 
は に の 資 
現 お 一 科 

代 け 方 を 
め る の そ 

巫 親 代 の 
敢 争 表 「 

、 は 雇隼 日 

  、 が 本 

つ ど 地 神 
は れ 万 語 
古 も る と 

典 が 奪 朝 



が
天
を
指
し
て
告
げ
る
と
五
々
・
・
、
 

睡
 

捕
え
た
。
天
王
 
郎
 

竜
車
が
降
っ
て
来
て
 

、
 彼
は
柳
 
花
 と
結
婚
す
べ
く
彼
女
 

と
と
も
に
河
神
の
宮
に
到
っ
⑨
 

 
 

を
証
明
す
る
た
め
に
池
の
側
で
河
神
と
妖
術
を
競
っ
た
。
 

  

 
 

郎
は
瀬
 
と
な
っ
て
鯉
を
捕
え
、
河
伯
が
 

鹿
 と
な
る
と
 
天
 三
郎
 は
射
 と
な
っ
て
追
い
か
け
、
さ
ら
に
河
伯
が
雑
に
な
 

る
と
天
王
 
郎
は
鷹
と
 

第
三
の
例
は
、
李
相
国
の
筆
に
な
る
「
 東
 明
王
 ぬ
 
回
 
に
引
か
れ
た
「
恒
三
国
史
」
の
朱
蒙
神
話
の
一
部
で
 あ
る
。
 

諸
様
 

天
帝
は
太
子
 解
慕
漱
 
（
天
王
 郎
 ）
を
扶
余
の
古
都
に
降
 ，
 
り
 せ
た
。
天
王
郎
は
城
北
の
青
河
の
神
の
三
人
の
娘
の
う
 ち
 長
女
の
柳
 在
る
 

 
 

き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
 二
 つ
の
朝
鮮
神
話
に
お
い
て
は
、
 花
を
咲
か
せ
る
競
争
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
 上
述
の
円
仁
 コ
 の
仁
の
族
 

や
 中
央
ア
ジ
ア
の
木
を
生
え
さ
せ
る
競
争
に
類
似
し
て
 い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
第
一
の
神
話
に
お
い
て
は
、
 花
脊
に
 花
を
咲
か
せ
る
 

競
争
で
あ
っ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
例
に
極
め
て
近
い
。
 

な
り
全
休
 
的
 構
造
と
し
て
は
天
を
媒
介
と
し
た
宇
宙
の
 

一
 
二
分
 
韻
へ
 の
志
向
 

、
，
，
 

力
 み
ら
れ
る
の
で
は
な
 

・
 

力
 ，
，
 

ろ
う
 
-
8
 

力
 
i
 ）
 
。
 
」
 こ
れ
に
 つ
 け
加
え
て
お
 

威
南
 迫
の
創
世
歌
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

泰
平
の
弥
勒
の
世
を
釈
迦
が
奪
お
う
と
し
て
、
 

花
を
咲
か
せ
て
膝
の
上
に
昇
ら
せ
る
競
争
を
い
 ど
 

依
田
氏
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
 

秋
 分
的
な
構
造
が
表
面
に
出
て
い
る
も
の
の
、
第
一
 互

い
に
種
々
 
な
 賭
け
ご
と
を
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
負
け
 た
 釈
迦
が
、
最
後
に
牡
丹
の
 

（
Ⅰ
 

l
.
l
 

1
 
）
 

み
、
弥
勒
を
だ
ま
し
て
こ
の
世
を
奪
っ
た
。
 

話
に
お
い
て
は
、
と
も
に
王
位
 纂
奪
が
 問
題
と
な
っ
て
 い
る
。
か
っ
面
神
話
と
も
に
 

の
神
話
で
は
、
「
命
令
者
天
主
王
の
存
在
を
加
え
る
な
，
 

ら
ば
 天
 ・
現
世
・
あ
の
世
 
と
 

地
獄
を
司
れ
と
命
じ
た
（
 

6
w
 

（
天
父
）
天
主
五
は
息
子
二
人
の
う
ち
、
兄
の
大
星
三
が
 こ
の
世
を
 、
 弟
の
小
星
 王
 が
あ
の
世
を
治
め
る
よ
う
に
 命
令
し
た
。
と
こ
ろ
 

が
 弟
の
小
星
 王
は
 花
姿
 に
 花
を
咲
か
せ
る
競
争
を
兄
の
 大
星
 王
 に
い
ど
み
、
兄
を
だ
ま
し
て
花
の
咲
い
た
（
兄
の
 ）
 花
 穿
と
す
り
か
え
 

て
 、
こ
の
世
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
仁
に
よ
る
と
 天
主
上
 が
 花
の
よ
く
成
長
ず
る
者
は
人
間
を
司
り
、
 花
 の
よ
く
出
来
ぬ
者
は
 



で 話 せ に 『 素 依 

田
 氏
の
見
解
 は
 適
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
 る
い
 Ⅰ
 屯
巴
 族
の
神
話
の
問
題
は
、
こ
の
天
王
 郎
 神
話
に
 お
け
る
 神
 指
神
話
芸
 

と
と
も
に
、
後
に
再
び
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
 つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
天
王
 郎
と
 結
婚
 し
た
朱
蒙
の
母
は
 、
 

三
国
史
記
目
高
句
麗
本
紀
、
二
一
国
遺
事
」
絶
異
第
一
巻
 
、
「
魏
志
」
高
句
麗
 伝
 に
よ
れ
ば
、
高
句
麗
の
都
の
東
郊
 に
 近
い
水
辺
の
洞
窟
 

奉
祀
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
す
で
に
三
口
 町
形
奥
底
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
我
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
 天
 岩
屋
神
話
を
想
起
さ
 

 
 

恩
 わ
れ
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
も
高
句
麗
に
お
い
て
も
 、
と
も
に
芋
嵐
 比
神
 

的
 要
素
と
洞
窟
の
女
神
崇
拝
と
が
切
り
離
な
さ
れ
て
 存
 在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
連
続
な
い
し
 綾
 合
体
 を
な
し
て
い
る
事
実
 

あ
る
。
 

-
 
㏄
）
 

る
と
き
、
日
鮮
市
神
話
の
関
係
は
更
に
密
接
な
も
の
と
 な
っ
て
く
る
。
」
 

な
っ
て
攻
撃
し
た
。
そ
の
結
果
河
伯
も
天
王
 郎
 が
真
の
 天
帝
の
子
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
河
伯
の
娘
と
の
成
婚
が
 行
 な
わ
れ
た
。
こ
の
 

ハ
 
0
v
 

l
 ）
 

河
伯
の
娘
 か
誓
句
麗
 の
 祖
 朱
蒙
が
生
ま
れ
た
。
 

こ
の
神
話
に
つ
い
て
、
依
田
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
 る
 。
 

「
こ
の
天
王
郎
の
河
伯
訪
問
の
神
話
は
河
Ⅱ
海
神
と
天
神
 の
 関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
海
神
 の
 天
空
訪
問
の
神
話
 

ハ
 後
述
 ロ
 と
も
、
天
と
海
の
統
治
者
が
天
真
名
井
の
側
で
 互
い
に
神
技
を
競
っ
て
真
偽
を
証
明
す
る
日
本
の
誓
約
 神
 話
 と
も
相
互
に
共
通
 

す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
神
話
に
お
い
て
も
 先
 の
 大
星
 王
 ・
小
星
王
の
神
話
と
同
様
に
、
天
地
（
Ⅱ
 
河
 ）
 
目
永
・
男
女
・
真
偽
 

等
の
 
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
認
め
ら
れ
る
が
、
天
王
 郎
 が
化
 し
た
顔
貌
 鷹
 、
河
伯
の
化
し
た
 鯉
鹿
維
 の
う
ち
、
後
世
に
 お
い
て
瀬
は
男
、
 
鯉
 

は
 女
に
変
身
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
 る
と
、
他
の
鳥
獣
も
同
様
の
観
念
に
よ
っ
て
神
話
化
さ
れ
 て
い
る
の
で
は
あ
る
 

ま
い
か
。
こ
の
可
能
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
わ
が
誓
約
 神
話
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
女
神
を
 、
ス
サ
ノ
オ
 は
男
神
の
み
 と
 、
自
己
の
系
列
 下
 

の
神
々
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
 相
 争
う
二
重
創
造
の
観
念
 と
も
軌
を
一
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
先
述
の
各
界
 分
治
 神
話
と
あ
わ
せ
考
え
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日
本
の
字
 気
 地
神
話
の
第
二
の
側
面
に
 ヘ
 天
界
の
王
位
Ⅴ
 神
話
的
側
面
が
あ
る
。
す
で
に
見
て
来
た
よ
 う
 に
 、
ィ
 ラ
ン
に
お
い
て
は
 暗
 

黒
 界
の
王
が
光
明
界
を
支
配
せ
ん
と
企
て
、
ま
た
朝
鮮
 の
巫
 歌
神
話
に
お
い
て
は
、
あ
の
世
の
王
が
こ
の
世
を
奪
 お
う
と
試
み
て
お
り
、
 

そ
の
点
に
お
い
て
、
と
も
に
根
の
国
な
い
し
海
原
の
王
 た
る
 ス
ザ
ノ
オ
 が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
支
配
す
る
高
天
原
に
侵
 入
し
た
日
本
神
話
と
一
 

定
の
類
似
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
朝
鮮
や
 イ
ラ
ン
の
例
で
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
宇
宙
領
域
 が
 天
で
あ
る
と
は
明
瞭
 

に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
 

こ
れ
に
反
し
て
、
西
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
 に
か
け
て
、
 八
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
が
あ
り
、
こ
れ
が
 問
 題
の
日
本
神
話
と
比
 

較
を
試
み
る
に
値
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 こ
 0
%
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
文
書
に
記
 

さ
れ
た
 
臣
守
ぎ
 1
 レ
コ
 
岸
｜
 

円
仁
田
㏄
 
き
円
｜
 
風
神
（
円
の
ぬ
 
由
す
 
）
に
つ
い
て
の
 目
目
 
Ⅱ
 ニ
系
 神
話
と
ギ
リ
シ
ャ
の
手
㌢
 0
 口
 0
 の
や
 
レ
づ
 
0
 目
 0
 コ
目
 お
 
が
 記
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
 

忙
 
C
 （
 
ゅ
コ
 
0
 叩
蚕
 0
 コ
 0
 で
い
の
抹
の
神
統
記
神
話
の
類
似
 が
 、
一
九
三
六
年
の
内
。
 蚕
め
 
力
の
先
駆
的
な
指
摘
以
後
 

0
 宜
罷
 め
 
0
 実
に
よ
る
 新
 

体
は
 資
料
の
紹
介
（
一
九
四
六
年
）
を
経
て
、
す
そ
に
 多
 く
の
学
者
が
論
じ
て
来
た
周
知
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
 も
 近
年
、
た
と
え
ば
吉
田
敦
 

 
 

（
㏄
 
@
 

冊
彦
 氏
に
よ
っ
て
関
係
の
基
本
的
資
料
が
ま
と
め
て
 紹
 介
さ
れ
か
つ
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
 で
は
個
々
の
資
料
の
紹
介
を
 

 
 

 
 

穏
 
省
略
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

こ
の
 ヘ
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ヒ
ッ
タ
 ノ
 
Ⅲ
 ト
 （
立
志
Ⅱ
（
 

印
 
し
ハ
 ブ
ヱ
ニ
 よ
士
 
ア
 、
イ
ラ
ン
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
 か
ら
報
告
さ
れ
て
お
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四
六
天
界
の
王
位
Ⅴ
 

以
上
 

に
お
い
 

に
お
い
 0

 本
節
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
 、
 我
わ
れ
は
日
本
の
宇
 気
 地
神
話
の
二
重
創
造
神
話
と
し
て
の
側
面
は
、
そ
の
 木
質
的
な
構
造
 

て
 イ
ラ
ン
、
こ
と
に
い
 ニ
コ
 
Ⅰ
 リ
ゴ
 
）
の
コ
所
収
の
神
話
と
極
 
め
て
近
く
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
か
な
り
近
い
も
の
が
あ
る
 が
 、
シ
ベ
リ
ア
 

て
は
あ
ま
り
よ
く
似
た
も
の
は
、
少
く
と
も
私
に
は
未
だ
 知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
 



り
 、
そ
の
ほ
か
、
適
切
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
 r
H
 
～
 づ
目
づ
 
0
z
 

は
北
欧
に
も
類
例
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 
こ
 の
型
の
神
話
は
次
の
よ
 

う
な
基
本
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
現
存
の
神
々
の
 世
代
に
先
行
す
る
こ
な
い
し
三
世
代
が
あ
る
。
各
世
代
に
 は
神
々
の
主
宰
者
た
る
 

ヘ
 天
界
の
玉
Ⅴ
が
 い
 る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
先
行
の
世
代
の
天
 界
の
王
か
ら
王
位
を
算
 奪
 し
た
も
の
で
あ
る
。
 
ゴ
 Ⅱ
 お
 づ
 o
z
 や
吉
田
敦
彦
氏
が
 

論
じ
た
よ
う
に
、
 
キ
 民
芸
 口
め
 
㌧
の
印
欧
起
源
説
は
支
持
 し
 難
く
、
こ
の
神
話
は
元
来
は
オ
リ
エ
ン
ト
 起
 油
で
あ
る
 が
 、
そ
れ
が
若
干
の
 印
 

（
 
ん
 
@
 -
 

欧
 諸
涙
に
も
拡
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
こ
の
西
方
の
 ヘ
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
は
 、
 我
が
 宇
気
 地
神
話
と
、
ど
の
よ
う
な
異
同
を
示
し
て
い
る
で
あ
 ろ
 う
か
 ?
 
 天
上
に
 

攻
め
の
ぼ
っ
た
 ス
サ
ノ
オ
 は
 、
 ヘ
天
界
の
王
Ⅴ
た
る
 日
 神
 ア
マ
テ
ラ
ス
と
手
 気
比
を
 行
な
い
、
マ
サ
 カ
ア
 カ
ツ
 カ
 チ
ハ
ヤ
 ビ
ア
メ
ノ
 オ
シ
 

ホ
，
、
ミ
を
 生
み
、
勝
ち
ほ
こ
っ
て
乱
暴
を
働
き
、
日
神
 は
太
岩
屋
に
か
く
れ
て
し
ま
う
。
マ
ザ
 カ
ア
 カ
ツ
 カ
チ
ハ
 ヤ
ビ
 は
、
古
事
記
に
正
 

勝
吾
勝
勝
 遠
目
、
書
紀
に
は
正
哉
 吾
 膀
胱
連
日
と
い
う
 字
 が
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勝
利
を
意
味
し
、
か
つ
 記
紀
と
も
に
 
ス
サ
ノ
オ
 

が
 生
み
な
が
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
後
継
者
に
な
り
て
い
 る
 。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
て
、
こ
の
芋
嵐
地
神
話
は
 、
天
 界
の
王
位
の
募
 奪
が
行
 

わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 0
,
.
 

し
か
し
、
日
本
の
 ウ
ケ
ヒ
 神
話
が
典
型
的
な
人
天
界
の
 王
位
Ⅴ
神
話
で
な
い
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
 、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
 別
 

に
 天
父
 ィ
ザ
ナ
キ
 
か
ら
位
を
宴
 奪
 し
た
の
で
も
な
け
れ
 ば
 、
マ
サ
 カ
ア
 カ
ツ
 カ
チ
ハ
ヤ
ビ
 
の
子
の
二
三
 
ギ
 も
文
 か
 ら
王
位
を
募
 姦
 し
た
の
 

で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
神
話
で
は
、
人
天
界
 の
 王
位
Ⅴ
神
話
に
基
本
的
な
継
起
的
 募
奪
 と
い
う
要
素
が
 欠
け
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

ま
た
、
 
ス
サ
ノ
オ
 は
一
旦
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
し
て
 勝
 利
を
収
め
た
も
の
の
、
彼
は
本
質
的
に
は
軍
事
的
性
能
 の
 神
 で
あ
っ
て
土
柿
 椴
 

能
 た
る
天
界
統
治
を
貫
徹
で
き
ず
に
下
界
に
降
ら
ざ
る
 在
 @
 
得
な
か
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
西
方
の
ヘ
天
界
 の
 王
位
㎏
神
話
に
は
、
 

し
ば
し
ば
第
四
の
登
場
人
物
と
し
て
怪
物
（
ヒ
ッ
タ
イ
 ト
 
（
 
目
 E
q
 
（
 @
 
）
の
嵐
神
に
敗
れ
た
 
C
 二
日
 仁
ヨ
ま
 
や
ギ
 り
 シ
 ャ
 の
い
の
目
の
に
 敗
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奴
ィ
ザ
ナ
ミ
 の
死
の
神
話
に
は
王
位
 寡
奪
が
 行
わ
れ
た
 徴
候
が
な
い
点
が
相
違
し
て
い
る
。
 

宇
 

だ
が
日
本
神
話
に
は
、
性
器
を
傷
つ
け
ら
れ
て
死
ぬ
 話
 が
も
う
一
つ
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
芋
嵐
比
が
行
わ
れ
た
 直
後
、
 ス
サ
ノ
オ
 が
 
41 

．神話の諸 様栢 

を そ 
思 、 の こ   
出 き は 
さ 地 口 

せ 画 本 
る は 本中 

。 佳 話 
た 器 に 
だ る お   

、 か て 

こ れ   
め て 宇 

気 地神 場合、 死に、 
性 か 話 
器 く の 
を し 前 
傷 て に 
っ 天 、 お   
れ 母     
0 分 母   
西 が ザ 

万 行 ナ 
の な ミ 

諾 わ が   
の た 神   
に い ツ 

文 言亡 チ 

神 、 な 
で 書 い 

は 絶 し 

な -   
く 書 ノ 

母 二 八 
神 " ヤ 
で 三 ギ 

あ 、 オ 
る 四 を 

互 毛先 
と 六 で 
" ）   

(483) 

物
 の
失
敗
前
に
は
、
成
功
し
た
継
起
的
 募
奪
か
 行
わ
れ
 て
い
た
の
で
あ
っ
て
 、
ス
サ
ノ
オ
 の
場
合
と
は
 
興
 っ
て
 い
 る
 。
 

そ
れ
で
は
、
芋
嵐
地
神
話
 は
 、
西
方
の
八
天
界
の
王
位
 Ⅴ
神
話
と
は
、
単
に
天
界
の
王
位
 算
奪
が
 問
題
と
な
っ
て
 い
る
だ
け
と
い
う
、
 

一
般
的
な
、
そ
れ
だ
け
で
は
親
縁
関
係
の
証
明
力
に
乏
し
 い
 類
似
だ
け
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
 >
.
 
 

実
は
 

両
者
の
間
に
は
偶
然
と
 

は
 思
わ
れ
な
い
奇
妙
な
細
部
の
一
致
が
見
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

そ
の
一
つ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
六
天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
で
 は
 、
立
男
（
 
0
 口
 0
0
 
も
 
臣
 ㌧
。
 
目
 0
 口
 0
 き
ぴ
 も
と
も
に
、
第
一
次
 
算
 奪
 に
お
い
て
、
天
父
 

@
 
お
 -
 

C
 泰
コ
 0
 の
の
性
器
を
そ
の
子
の
木
（
 
0
 コ
 0
 の
が
石
鎌
で
 
切
 断
 し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
（
 
下
目
（
 
ユ
 ）
の
神
話
で
も
、
 

-
6
-
 

2
 

第
二
次
募
 奪
 に
お
い
て
木
目
日
銭
田
は
下
目
の
性
器
を
 噛
み
切
り
、
天
界
の
王
位
を
奪
う
。
さ
ら
に
 呂
の
 
力
 め
 z
 ヨ
 o
m
 

出
ま
「
 

0
 の
フ
ェ
ニ
 キ
 

ア
 史
の
逸
文
（
 己
ヒ
 
諸
口
（
 
0
 の
の
㌧
 r
a
 

の
で
 

い
 せ
 笘
申
 
0
 
 
巳
 せ
り
 
臣
 ㏄
 の
 
戸
帝
 2
%
 

㎏
の
 

h
.
 

所
司
）
に
出
て
い
る
フ
ェ
ニ
キ
ア
 神
 話
に
よ
れ
ば
、
 
本
 （
 
0
 コ
 0
 の
 

（
 
四
 ）
 

（
 田
 ）
は
 父
己
 （
が
 
コ
 0
 の
か
ら
王
位
を
纂
 奪
し
 、
三
二
年
 の
後
父
を
去
勢
し
た
。
こ
の
よ
う
に
西
方
の
 ヘ
 天
界
の
王
 位
 Ⅴ
神
話
で
は
、
去
勢
 

や
 性
器
を
傷
け
て
殺
す
こ
と
が
多
く
の
 異
伝
 に
共
通
の
特
 徴
 に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
場
 合
 、
天
父
 C
r
p
 
コ
 o
 の
 は
 

性
器
を
切
断
さ
れ
、
 
地
 母
の
の
（
の
 注
 ㏄
）
と
分
離
し
た
 こ
と
が
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
 

ね
 た
 づ
 ゼ
ロ
 
ア
 0
 コ
 ）
が
い
て
、
天
界
の
王
位
を
坤
お
う
と
 す
る
が
、
王
は
こ
れ
を
打
ち
破
っ
て
最
終
的
な
天
界
の
王
 者
 と
な
る
と
い
う
筋
を
 

伴
っ
て
い
る
が
、
（
 

4
 
2
 
 

）
 ス
サ
ノ
オ
 は
こ
の
怪
物
に
比
 臣
 す
べ
 き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
で
も
 ヒ
ッ
 タ
イ
ト
で
も
、
こ
の
 怪
 



イ
ラ
ン
に
お
い
て
は
ヘ
天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
は
現
在
 文
 敵
 で
は
正
書
 い
囲
 
二
ロ
リ
曇
に
お
い
て
始
め
て
出
て
来
る
 の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
 

で
は
も
は
や
ヘ
天
界
の
王
位
Ⅴ
で
は
な
く
、
地
上
の
王
位
 が
 問
題
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
 づ
 Ⅰ
み
ロ
 

ゃ
 目
の
～
の
王
の
 

リ
ス
ト
の
第
四
代
の
王
 、
 

勝
 さ
び
て
乱
暴
を
は
た
ら
く
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
 古
 事
記
に
は
「
天
照
大
御
神
の
忌
服
 殿
 に
ま
し
ま
し
て
 神
 御
衣
織
ら
し
め
た
ま
 ふ
 

時
に
、
そ
の
版
屋
の
頂
を
穿
ち
て
、
天
の
斑
馬
を
逆
刺
 ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
 、
 天
の
衣
織
女
児
驚
き
て
俊
に
 陰
 上
を
衡
 き
て
死
に
き
」
 

と
あ
り
、
書
紀
本
文
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
「
電
動
 き
た
ま
 ひ
て
、
 俊
を
以
て
身
を
傷
ま
し
む
」
と
あ
り
、
 一
 喜
一
で
は
 稚
 日
女
 尊
が
 

「
稜
を
以
っ
て
休
を
寡
ら
し
め
て
、
 神
 退
り
ま
し
 ね
 」
と
 あ
る
。
す
で
に
多
く
の
学
者
が
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
 、
性
器
を
傷
つ
け
ら
れ
 

て
 ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
死
ん
だ
と
い
う
の
が
元
来
の
形
で
 あ
っ
た
ろ
う
。
（
 

9
 
2
 
 

）
 し
て
見
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
、
先
行
 の
天
の
玉
の
性
器
を
傷
 

つ
け
て
天
界
の
王
位
を
寡
 奪
 す
る
と
い
う
神
話
が
、
日
本
 で
は
多
少
変
形
し
て
こ
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
も
 知
れ
な
い
。
 

こ
と
に
気
に
な
る
の
は
、
日
本
神
話
の
場
八
口
、
 
ィ
ザ
ナ
，
 
、
 
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
二
世
代
つ
づ
け
て
大
女
神
の
性
器
が
 傷
つ
け
ら
れ
て
死
ん
 

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
方
の
 ヘ
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
で
 は
 、
二
世
代
つ
づ
け
て
去
勢
が
行
わ
れ
る
形
式
の
も
の
 は
な
い
が
、
日
本
の
場
 

合
 、
二
世
代
っ
づ
け
て
大
女
神
の
性
器
が
傷
つ
け
ら
れ
 て
い
る
の
は
、
こ
と
に
よ
る
と
、
元
来
は
二
世
代
つ
づ
け
 て
の
王
位
 寡
 奪
の
神
 

話
 、
つ
ま
り
典
型
的
な
六
天
界
の
王
位
Ⅴ
型
神
話
が
か
 っ
て
存
在
し
た
痕
跡
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
も
 出
 来
よ
う
。
 

次
に
 、
 ヘ
天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
と
の
関
係
に
お
い
て
 注
 目
 す
べ
き
第
二
の
点
は
三
界
今
治
神
話
で
あ
る
。
日
本
 神
 詣
 で
は
、
は
じ
め
に
 

述
べ
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ
ク
 ョ
ミ
、
ス
サ
ノ
 オ
の
三
 貴
子
へ
の
三
界
今
治
 が
 芋
嵐
地
神
話
の
直
前
に
お
 い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
西
方
の
 ヘ
 天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
も
、
三
界
今
治
 神
話
と
は
無
縁
で
は
な
い
ら
し
い
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
 場
合
、
 
レ
づ
 
o
L
L
o
 

口
 o
 技
 
u
 の
 

（
 
肘
ぎ
由
 
0
 臼
の
 

n
p
P
,
 

が
 e
 
 
に
よ
れ
ば
、
が
鮨
は
父
 
木
 （
 
0
 口
 
0
 の
を
頭
と
す
る
円
ソ
軒
口
た
ち
と
戦
い
、
こ
れ
を
征
服
 
し
た
が
、
そ
の
後
が
の
 
拐
 

と
そ
の
見
た
ち
は
支
配
権
に
関
し
て
鍍
を
引
き
、
そ
の
 結
果
 
い
 e
u
 

の
が
天
空
、
 

巾
 。
お
 日
 0
 コ
が
 海
洋
、
 づ
 ）
 
佳
 （
 
0
 コ
 が
 冥
府
の
支
配
権
の
割
 

（
 
美
 ）
 

当
て
を
引
き
当
て
た
の
で
あ
る
。
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宇 矢比神話。 

の た に 

よ 

  
は が 奪 

こ 嵐 わ   
二 の た 

下コ目 系列が 王位を 

宇 脅 の 

宙か のそ 精 液 
二 ぅ か 
大 と ら 

傾 す 生 
士 或 る ま 

の こ れ 
代 と た 
衰 で 嵐 

者 あ 神 
で る が 

  
なっ 李 

ョ銭ま い 点と まり、 
" - @  ； " 

そ 系 ら   
ぞ の を 
れ 神 奪   
父 そ   

岸田㏄ 孫か 再 と れぞれ 

ら 千 手 
な 七去 卍   

る る が 
栗 生 岩 
列 ん と 
で で 父 

あ 対 っ 

る 抗 て 
点 し 生 
に 台 ま 

お う せ 

43  C485) 

 
 

 
 

 
 

 
 次

に
西
方
の
八
天
界
の
王
位
Ⅴ
神
話
の
諸
 呉
 広
中
で
は
 孤
立
し
た
要
素
で
は
あ
る
が
、
日
本
神
話
と
の
類
似
を
示
 す
 特
徴
も
あ
る
。
 
つ
 

ま
り
、
第
四
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
（
 屈
 け
 q
l
p
 

し
の
神
話
の
次
の
特
徴
で
あ
る
。
本
目
 

ョ
 p
n
 
荘
は
そ
 の
父
ナ
コ
ロ
 
の
性
器
を
 

咬
み
切
っ
て
王
位
を
奪
う
が
、
こ
の
と
き
 レ
コ
 u
 の
精
液
 は
木
け
 ョ
 銭
荘
の
体
内
に
入
り
、
彼
は
五
人
の
子
を
字
 む
 。
そ
し
て
彼
は
唾
を
 

（
 
5
 
3
 ）
 

吐
き
、
そ
れ
が
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
 る
ら
し
い
が
、
文
書
が
断
片
的
な
の
で
明
瞭
で
ほ
な
い
。
 し
か
し
、
こ
れ
は
日
本
 

に
よ
れ
ば
（
残
念
な
が
ら
出
典
を
挙
げ
て
な
い
が
）
 
、
そ
 の
 筋
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

円
甘
 r
a
 
の
（
 
0
 日
雀
 笘
 日
日
）
は
一
種
の
世
界
王
で
あ
っ
た
 。
彼
は
そ
の
三
人
の
息
子
の
生
日
。
 

円
 o
N
 （
 
円
甲
 ）
と
 
%
 ユ
 
（
甘
き
に
世
界
 

を
 分
割
す
る
に
当
っ
て
、
彼
等
の
希
望
を
聞
い
た
。
 長
 男
は
富
を
、
次
男
は
勇
気
を
、
三
男
は
法
と
宗
教
を
要
 永
 し
た
。
末
子
は
世
界
 

の
よ
り
良
い
部
分
、
つ
ま
り
イ
ラ
ン
と
イ
ン
ド
を
手
に
 入
れ
、
の
凹
ョ
 
は
 西
の
諸
国
を
、
 
円
 o
N
 は
東
の
国
々
を
 手
に
入
れ
た
。
こ
の
よ
 

う
に
末
子
が
優
遇
さ
れ
た
の
で
二
人
の
兄
は
嫉
妬
し
て
、
 末
子
を
殺
し
た
。
巨
の
目
口
 N
A
 
の
 
り
 
口
が
指
摘
し
て
い
る
よ
 う
に
、
こ
の
伝
説
に
は
 

（
 
4
 
Q
3
 

）
 

印
欧
的
な
主
権
、
軍
事
、
生
産
者
な
い
し
豊
穣
の
三
機
 能
 体
系
と
、
イ
ラ
ン
を
中
心
と
し
た
世
界
分
割
 観
 が
あ
ら
  
 

ハ
 
㏄
）
 

界
 今
治
モ
チ
ー
フ
自
体
は
よ
り
古
く
の
し
 卸
 ロ
オ
 
麓
臣
ま
ヱ
 、
 お
 出
山
。
の
や
 い
 ロ
コ
ロ
㏄
三
泳
 

目
 。
 X
X
X
,
 
）
 0
 
 
に
す
で
に
 出
 て
い
る
。
 片
 ワ
ミ
馬
主
 

下
 の
 
り
い
 

定
日
 め
 
宙
が
第
五
代
の
王
 
N
 。
 薫
 に
よ
っ
て
王
位
を
奪
 わ
れ
、
 い
 0
 下
芽
は
 第
六
代
の
玉
 コ
曲
 山
田
 
コ
 に
よ
っ
て
 王
位
を
奪
わ
れ
る
の
で
 

（
 
2
 
3
 ）
 

あ
る
。
（
 

エ
 
3
 
 

）
 そ
し
て
、
 紺
プ
コ
 
凶
ヨ
宰
は
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
 
F
a
 
～
～
 
巨
の
 三
子
の
間
に
三
界
今
治
が
行
な
わ
れ
た
こ
 と
を
記
す
が
、
こ
の
 三
 





隔
て
て
 相
 慕
 う
 説
話
は
、
あ
る
い
は
す
で
に
漢
代
に
出
 来
 上
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
確
実
な
証
拠
は
 な
い
。
皆
伐
（
三
世
紀
）
 

に
 入
る
と
博
文
（
 三
 
一
七
ー
二
七
八
）
の
 
擬
 天
門
に
「
 セ
 月
セ
日
 、
牽
牛
と
織
女
、
天
河
に
会
す
」
と
あ
り
、
 

周
 処
 
（
 １
 二
九
七
）
に
 至
 

っ
て
は
、
 

目
 

「
織
女
、
 
セ
タ
 に
当
に
河
を
渡
ら
ん
と
し
、
鵠
を
し
て
 橋
 と
 為
ら
し
む
。
相
伝
へ
て
 い
ふ
 。
セ
日
に
は
鵠
の
首
 、
   

 
 

 
 

様
 

詣
 

し
、
梁
と
為
り
て
織
女
を
渡
ら
し
む
る
が
故
な
り
 入
し
」
 

 
 

 
 

 
 

悌
と
 鵠
の
渡
せ
る
橋
が
明
瞭
 蜂
 記
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
 梁
 の
 宗
 凛
の
荊
楚
歳
時
記
に
な
る
と
、
 

セ
タ
 説
話
は
完
 成
し
た
姿
を
現
わ
す
。
 

 
 

 
 

 
 

天
の
河
の
東
に
織
女
が
い
る
。
彼
女
は
天
帝
の
子
で
あ
 る
 。
明
け
暮
れ
機
織
を
し
て
い
て
孤
独
な
の
を
天
帝
が
 憐
 み
、
彼
女
を
天
の
 

片
 
ヌ
 
Ⅰ
 

宇
 

河
の
酉
の
牽
牛
の
も
と
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。
 と
 こ
ろ
が
織
女
は
結
婚
す
る
と
同
時
に
、
 

描
 織
り
の
仕
事
を
 全
く
し
な
く
な
っ
 
4
 

二
神
指
神
話
 

芋
嵐
地
神
話
を
考
察
す
る
第
三
の
視
点
は
、
こ
こ
に
 男
 女
 市
神
の
神
婚
を
認
め
る
立
場
で
あ
っ
て
 、
 古
く
か
ら
 唱
 え
ら
れ
て
い
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

-
7
 

3
 
 

）
 し
か
し
筆
者
は
、
 
神
婚
 に
よ
っ
て
王
朝
が
建
設
 さ
れ
る
と
か
、
新
時
代
が
始
ま
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
 、
芋
嵐
 地
 神
話
の
構
成
 

要
素
の
本
筋
で
は
な
く
、
副
次
的
な
要
素
に
過
ぎ
な
い
 と
 考
え
て
い
る
。
私
は
、
芋
嵐
地
神
話
の
本
筋
は
あ
く
ま
 で
も
高
天
原
の
王
権
 神
 

詣
 で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
後
に
高
天
原
か
ら
 降
臨
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
の
地
上
に
お
け
る
王
権
も
 そ
の
神
聖
性
が
保
証
さ
 

れ
る
の
だ
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
 

さ
て
、
古
事
記
と
書
紀
 瑞
珠
 盟
約
章
一
書
 三
 に
は
、
 ア
 マ
 テ
ラ
ス
 と
ス
サ
ノ
オ
 の
市
神
が
天
安
 何
 を
ほ
さ
ん
で
 対
 時
し
て
芋
嵐
 比
 を
し
 

（
 
s
 
つ
り
 

）
 

た
こ
 L
 こ
が
山
山
て
い
る
。
 
こ
テ
 仙
は
土
 

9
 で
に
 
0
 ビ
 Ⅱ
（
「
Ⅰ
が
 

中
 国
の
牽
牛
織
女
の
話
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 と
こ
ろ
で
、
 
森
 三
樹
 三
 

郎
 氏
に
 ょ
 れ
ば
詩
経
や
漢
代
の
文
献
は
牽
牛
織
女
に
触
 れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
変
物
語
に
は
沈
黙
を
守
っ
て
お
り
 、
牽
牛
織
女
が
天
河
を
 



に
 至
る
経
緯
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
 ス
ザ
ノ
オ
 と
「
字
彙
 
比
 」
し
て
神
子
を
儲
け
る
次
第
と
甚
だ
良
く
似
て
お
」
 る
こ
 と
を
指
摘
し
て
 

問
題
の
 0
 の
の
の
計
族
の
話
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
か
つ
て
宙
が
 
ヨ
 毛
の
妻
が
川
で
そ
の
下
着
を
洗
っ
て
 
い
 た
 。
対
岸
で
一
人
の
羊
飼
い
が
こ
れ
を
見
、
一
つ
の
 方
  
 

す
る
と
こ
の
石
の
中
に
赤
城
 が
 一
人
形
成
さ
れ
、
そ
の
 出
産
を
 コ
 の
日
活
の
妻
が
助
け
、
彼
女
は
こ
れ
を
の
 0
 の
 厨
 コ
と
名
づ
 

し
 c
 旨
め
目
 
Ⅰ
の
Ⅰ
 臥
 的
の
臣
の
の
の
 

u
r
 
 

す
の
 

之
 ㏄
（
（
の
の
に
よ
 

井
仙
 
ば
 、
同
様
な
石
か
ら
の
誕
生
モ
チ
ー
フ
は
の
 0
 の
 
村
コ
 と
種
 め
て
性
格
の
 

恐
ら
く
同
一
の
太
陽
神
と
思
わ
れ
る
の
。
 ま
舌
 ら
の
出
産
 に
つ
い
て
の
 円
 ㏄
 叶
入
 
プ
本
曲
す
の
 

日
 。
の
 
プ
 の
 巴
ガ
 
の
の
の
，
 

0
s
 

の
の
 

ヰ
 
。
の
 
ゴ
 R
 プ
の
 
コ
等
 

の
 伝
承
に
も
あ
り
、
最
後
の
二
族
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
 何
 を
は
さ
ん
で
の
男
女
の
出
来
事
に
な
っ
て
お
り
、
 ま
 た
 、
す
べ
て
の
 

（
 
2
-
 

い
る
。
 

っ
こ
 。
 

（
 
3
 ）
 

け
た
。
」
 

 
 の

諸
族
 

 
 

（
 
l
 
4
 
Ⅰ
）
 

数
々
の
話
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
最
近
吉
田
敦
彦
氏
に
 よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
吉
田
氏
は
「
サ
タ
 ナ
 が
 養
子
 ソ
 ス
ラ
ン
を
得
る
 

（
㏄
）
 

た
 。
こ
れ
を
見
て
天
帝
は
怒
り
、
織
女
を
再
び
河
の
東
に
 帰
ら
せ
、
そ
の
後
 は
 一
年
に
一
度
だ
け
を
限
っ
て
会
う
 こ
と
を
許
し
た
。
 

な
る
ほ
ど
、
天
河
を
は
さ
ん
で
の
男
女
と
い
う
点
に
お
 い
て
は
芋
嵐
蛇
神
話
と
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
重
要
 な
 相
違
 右
 が
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
日
本
神
話
で
は
子
を
生
む
こ
と
に
重
点
が
あ
る
 の
に
対
し
て
、
中
国
の
牽
牛
織
女
の
話
に
は
こ
の
要
素
 が
な
く
、
ま
た
中
国
の
 

牽
牛
織
女
の
話
で
は
、
天
河
の
往
来
に
大
き
な
関
心
が
 あ
る
の
に
、
芋
嵐
地
神
話
で
は
 対
億
 ，
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
 芋
嵐
地
神
話
と
牽
牛
 織
 

女
 説
話
と
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
 遠
 い
 関
係
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
で
は
河
を
ば
さ
ん
で
男
女
が
対
時
し
た
ま
ま
で
、
 し
 か
も
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
形
式
の
神
話
が
ほ
か
に
 知
ら
れ
て
い
る
だ
 る
 

う
か
 ?
.
 こ
の
形
式
の
一
連
の
話
は
イ
ラ
ン
系
諸
侯
 の
 も
と
に
見
出
さ
れ
る
。
 

北
部
コ
ー
カ
サ
ス
の
イ
ラ
ン
系
住
民
 0
 の
の
の
 

叶
族
 や
そ
の
 近
隣
 諸
族
 に
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
 之
 a
r
 
（
叙
事
 詩
 が
か
つ
て
の
 
ス
キ
 

タ
イ
や
の
 ゅ
 「
日
笠
の
の
の
習
俗
信
仰
と
多
く
の
一
致
点
 
る
 も
ち
、
か
つ
数
多
く
の
古
い
 北
 イ
ラ
ン
系
の
神
話
要
素
 を
 保
存
し
て
来
た
も
の
 

（
 
0
 
4
 ）
 

で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
 る
 。
そ
し
て
、
こ
の
 之
 a
r
 
（
叙
事
詩
中
に
日
本
や
高
 句
 麗
の
神
話
と
類
似
す
る
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娃
は
、
の
 0
 臼
コ
 。
の
。
 
ど
叶
 0
 の
 ヘ
 石
か
ら
の
誕
生
Ⅴ
も
 
ま
片
 
（
ゴ
ロ
の
の
そ
れ
も
、
究
極
に
お
い
て
は
小
ア
ジ
ア
 

起
源
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
け
 

 
  
 

宇
 
  

 
 

幅
る
ヘ
石
か
ら
の
誕
生
Ⅴ
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
 
横
 道
に
 逸
れ
る
の
で
立
入
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
最
近
 0
%
 
由
 r
r
 
ロ
 末
の
研
究
に
よ
れ
⑨
 

 
 

 
 

 
 

か
の
関
係
を
も
っ
と
思
わ
れ
 

諸
 
 
 

（
。
 

4
 
0
 
）
 

す
で
に
吉
田
氏
が
指
摘
し
て
お
り
、
の
の
（
㏄
 コ
 ㏄
も
ア
マ
 
テ
 ラ
ス
に
比
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

し
か
し
他
方
で
は
、
 
北
 コ
ー
カ
サ
ス
の
場
合
、
河
の
片
 側
の
男
の
側
で
だ
け
子
供
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 両
側
の
男
の
側
で
も
 女
 

-
 
巧
 @
 

こ
の
話
は
の
 0
 の
）
が
口
な
い
し
の
 
0
 ま
臣
ら
に
つ
い
て
伝
え
 ろ
 れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
守
（
（
の
ら
 
ぃ
 に
つ
い
て
（
 0
 お
の
こ
 

や
、
い
 せ
Ⅰ
 
宙
 0
 コ
に
つ
ハ
む
ナ
 
Ⅰ
も
（
 0
 の
の
の
（
）
（
 

6
 
4
 

）
 伝
え
ら
れ
て
い
 る
 。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
っ
て
 、
 こ
の
形
式
の
話
は
 
、
元
 

来
 は
ぴ
 0
 の
寸
コ
な
い
し
の
。
 き
ヒ
 8
 
 の
誕
生
に
よ
っ
て
 
特
 徴
 的
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
ら
の
一
連
の
の
 0
 の
 
寸
コ
 な
い
し
の
 o
z
r
 

ド
 ガ
 0
 の
出
産
 の
話
は
、
た
し
か
に
注
目
に
値
す
る
。
 

第
一
に
川
を
は
さ
ん
で
男
女
が
対
時
し
、
し
か
も
そ
れ
 に
よ
っ
て
超
自
然
的
な
出
産
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
 わ
 が
 芋
嵐
地
神
話
と
一
 

致
し
、
 

第
二
に
 、
 男
が
超
自
然
的
に
生
ん
だ
子
を
、
対
岸
の
女
 が
 養
子
と
す
る
こ
と
は
、
芋
嵐
地
神
話
に
お
い
て
、
物
実
 の
 交
換
が
行
わ
れ
た
 

こ
と
や
、
 
ス
サ
ノ
オ
 が
生
ん
だ
 マ
サ
カ
 ア
カ
ッ
を
ア
マ
 
-
 
プ
ラ
ス
が
自
ら
の
子
と
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
 

第
三
に
、
こ
の
超
自
然
的
に
生
ま
れ
た
子
を
養
子
と
す
 る
 女
神
の
性
格
が
日
本
と
コ
ー
カ
サ
ス
と
似
て
い
る
。
 つ
 ま
り
、
の
 

p
d
p
 

已
は
 、
 

 
 

し
て
 
レ
目
 巨
富
 
が
、
 我
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
比
す
べ
き
 存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
 

（
 
4
 
4
 ）
 

い
て
女
主
人
公
は
の
 a
 （
 
ゅ
コ
 い
な
い
し
そ
れ
に
相
当
す
る
 名
 で
あ
る
。
 



と
こ
ろ
で
、
河
を
は
さ
ん
だ
男
女
に
よ
る
生
殖
は
、
 恐
 ，
 
ら
く
古
い
イ
ラ
ン
系
の
神
話
要
素
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
 二
重
創
造
の
節
に
お
 

い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ヒ
 
コ
 Ⅰ
㏄
 
田
い
ヰ
 に
は
、
 0
 ヰ
 Ⅱ
 
日
 a
 ド
住
 
が
 公
物
質
的
な
創
造
Ⅴ
の
う
ち
、
第
五
に
原
牛
、
第
六
 に
 原
人
の
の
 せ
 0
 日
ゅ
 ユ
 を
 

創
造
し
た
こ
と
が
出
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
河
を
は
 さ
ん
で
で
あ
っ
た
。
 

「
第
五
番
目
に
彼
（
 0
 耳
ヨ
 曲
泣
 ）
は
世
界
の
中
心
の
卑
 

 
 

何
 の
ほ
と
り
に
原
牛
 

を
 創
造
し
た
。
こ
れ
は
日
の
よ
う
に
明
る
く
輝
か
し
く
、
 高
さ
は
 三
 
コ
ミ
で
あ
っ
た
。
 

第
六
番
目
に
彼
は
太
陽
の
よ
う
に
輝
か
し
い
の
曲
 ぜ
 。
日
の
 
ユ
を
 創
造
し
た
。
そ
の
高
さ
は
 四
 コ
ミ
で
、
幅
は
高
さ
 と
 同
じ
だ
っ
た
。
 

彼
は
世
界
の
中
心
が
あ
る
し
ぎ
 曲
何
 の
ほ
と
り
に
い
た
 。
つ
ま
り
、
の
㏄
 せ
 。
 ョ
 ㏄
（
（
は
河
の
左
側
に
 、
 牛
は
右
側
 に
い
た
」
 

C
.
 

㎏
Ⅰ
 

蕊
 。
 

目
 。
 旨
訳
 に
従
う
）
。
 

そ
し
て
 
臣
甘
 （
～
 
ヨ
ハ
 ロ
が
攻
撃
を
開
始
し
て
か
ら
三
十
年
 後
、
そ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
牛
は
右
側
に
 朴
ね
 、
そ
の
死
体
 か
ら
植
物
が
、
そ
の
 

精
液
か
ら
動
的
が
生
じ
た
（
 ア
 ・
 ゲ
 ：
）
 。
 9
%
 
せ
 ・
 P
 ー
㏄
 ）
。
の
 ゅ
ゼ
 
0
 ョ
曲
（
（
は
左
側
に
 
朴
 れ
た
が
、
死
に
な
が
ら
 彼
 は
 、
人
類
が
そ
れ
に
も
 

拘
ら
ず
彼
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
告
し
た
。
 そ
 し
て
事
実
彼
の
精
液
は
大
地
を
字
ま
せ
、
そ
こ
か
ら
生
え
 た
 一
本
の
植
物
が
四
十
 

@
 
ハ
り
 

5
 ）
 

年
間
成
育
し
、
こ
れ
が
二
 つ
に
 分
か
れ
て
最
初
の
人
間
 の
男
女
 
目
菟
 セ
リ
 と
 
目
眩
せ
目
 コ
い
 
の
と
に
な
っ
た
（
 守
 ・
 ト
 ・
 パ
せ
 
・
ト
ー
１
 

%
 ）
。
 

つ
ま
り
、
天
安
 
何
 に
相
当
す
る
世
界
河
ロ
 ぎ
ヱ
 の
右
側
の
 
原
牛
か
ら
は
、
そ
の
系
列
の
生
物
、
つ
ま
り
動
植
物
が
 生
ま
れ
、
左
側
の
原
 

人
か
ら
は
そ
の
系
列
の
生
物
つ
ま
り
人
類
が
生
じ
た
の
で
 あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
川
を
は
さ
ん
で
 対
僻
 す
る
の
 が
 男
女
で
な
く
、
 
牛
と
 

大
 で
あ
る
点
を
除
け
ば
、
我
わ
れ
は
現
代
の
北
コ
ー
カ
 サ
ス
 の
 之
め
 ～
 
こ
 伝
説
よ
り
も
、
は
る
か
に
日
本
の
宇
 気
比
 神
話
に
近
い
も
の
を
 見
 

出
す
。
し
か
も
、
四
胃
 宙
 の
 
%
 め
 コ
 に
お
け
る
一
本
の
植
物
 か
ら
の
 原
 男
女
宮
 註
悶
目
瞭
潟
コ
 お
の
出
現
は
 、
イ
 ラ
ン
に
お
い
て
し
ば
し
 

-
 
、
 
5
 @
 

ば
 行
わ
れ
た
兄
弟
婚
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
 と
を
想
起
す
る
と
き
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
 

ス
サ
ノ
オ
 姉
弟
の
 芋
嵐
地
神
話
と
の
関
係
 

は
よ
り
明
瞭
に
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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楼
の
助
で
、
客
人
に
太
陽
と
月
を
与
 

た
 。
は
り
巣
は
、
 

屡
気
 

 
 

（
 
り
 
5
 
4
 
）
 

宇
 

 
 

え
た
。
か
く
し
て
は
り
栄
は
 

、
 天
の
明
り
を
も
と
の
 

軌
 道
 に
も
ど
し
、
世
界
は
再
び
明
る
く
な
っ
た
。
」
 

諦
と
 月を
と
り
も
ど
し
て
来
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
 。

は
り
巣
は
承
諾
し
て
ヘ
大
地
の
主
Ⅴ
を
訪
問
し
た
。
 客
 が
辞
去
し
よ
う
と
す
る
 

 
 

 
 

り
を
も
ち
去
っ
て
 、
 
宝
の
小
箱
に
中
に
閉
じ
込
め
 た
 。
す
る
と
世
の
中
は
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
困
り
果
て
 た
 天
神
は
は
り
常
に
、
太
陽
 

 
 

き 子 は が 一 た る が 
時 「 た と 、 宇 " 方 び の " そ 

に 天 い す 北 気 こ に ご は そ し 
" と め る コ 比 こ お と 、 し て 

太 地 ほ こ l 神 で い に 書 て 、 

陽 は " と 力 話 は て 男 絶 頂 こ 

こ 力 神 の 人 の 
の グ が 瑞 の 関 
類 ッ 空 疎 精 連 
悦 チ ま 盟 液 に 

思 （ （ 
を 詞 人 主 類 注   喚 男 鏡 が 意 を意 紀一起す ） 神 開始 生ま 

る 書 と 章 れ く 

に 人 い の た の 

と ） う そ と は 
ど や 記 れ あ     め オ 事 ぞ っ こ 

、 オ で れ て の 換 がの 。 での こ ゲ あ 一   な 行 田 男 れ ッ る 書 死 ぅ 

天 つ わ 産 女 
神 た れ の の ノ申 以上二 ヒメ一 こ 。 % 株札 、を 
は の た 話 対 土 神 れ お 主 語 
断 で こ に 時 八 話 は い 神 に   と お 以 ら 、 生 て 話 お 
き ヘ そ い 外 な 地 体 、 の い 

れ 大 想 て の   起 、 点 い こで 方かス住て らザ 格は   す 男 に と は で / を   
つ 王 る が も に こ あ オ 具 陳   と 超 比 し の っ が え 牛 
た は 述 白 鮫 よ ィ て 玉 て の 
め 天 べ 黙 す   た 的 べ     。 に き 神 か の こ か 
天 も こ 生 月 詰 ら 身 と ら 

地 と の ん が と で 体 で 植 
の を 
主 訴 

関 だ あ の は の あ 物 
連 子 ろ   に を   

は し お 、 す 
い 対 で     

ら 苦辛 

犬 芸     ろ は の れ 物 



水
 神
話
で
は
、
お
互
い
に
交
換
し
た
物
か
ら
子
供
が
生
 れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
神
話
が
、
も
と
も
と
は
、
天
神
あ
る
  
 

 
 

っ
 た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
婚
姻
、
 

贈
  
 -

4
-
 

5
 

か
く
さ
れ
た
太
陽
を
救
い
出
す
神
話
八
日
本
で
は
大
岩
 尾
 神
話
し
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
 る
 。
 し
 

つ
ま
り
、
こ
の
ま
 潟
ヰ
 族
の
神
話
で
は
、
 
北
 コ
ー
カ
 サ
 ス
 語
族
 の
、
 川
を
は
さ
ん
で
 
対
時
 す
る
男
女
、
男
の
生
 ん
だ
子
を
 

と
す
る
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
な
い
も
の
の
、
海
神
な
 い
し
地
神
の
天
神
訪
問
、
物
の
交
換
、
か
く
さ
れ
た
太
陽
   

フ
 と
の
結
び
つ
き
、
の
諸
点
に
お
い
て
芋
嵐
地
神
話
と
北
 （
通
し
て
い
る
。
 

さ
き
に
述
べ
た
高
句
麗
の
天
王
郎
の
河
伯
訪
問
神
話
で
は
 、
天
空
訪
問
で
は
な
く
て
、
逆
に
天
神
が
河
伯
の
国
を
 訪
れ
る
の
 

子
と
 、
海
 

神
話
が
 、
 

女
が
養
子
 

う
 モ
チ
ー
 

で
少
し
 異
 

  
レ
鼠
ぉ
オ
 

の
寄
与
 緊
族
 の
 異
 伝
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
天
の
霊
木
ぎ
わ
忌
日
の
の
 の
コ
と
 海
の
霊
Ⅰ
 拐
註
は
、
み
 や
げ
 も
の
を
交
換
し
た
。
天
の
霊
は
海
の
霊
に
太
陽
 と
 月
を
与
え
た
の
で
、
 

全
世
界
は
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、
人
間
は
互
い
に
相
手
の
見
 分
け
が
 
つ
 が
 ず
 、
動
物
た
ち
も
不
安
げ
に
叫
び
始
め
た
。
 

こ
の
災
難
は
三
年
間
 

続
き
、
そ
の
間
に
多
く
の
生
命
が
滅
び
た
。
太
陽
と
戸
 を
ど
の
よ
う
に
し
て
天
に
も
ど
し
た
ら
よ
い
の
か
途
方
 
に
く
み
Ⅱ
 
て
 、
刃
創
 コ
一
 

の
 G
q
 日
窃
目
 は
は
り
常
に
名
案
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
 

海
 の
 霊
に
返
礼
の
訪
問
を
行
な
い
、
お
返
し
に
 ヘ
 森
の
ざ
わ
 め
き
 Ⅴ
 と
 ヘ
海
の
乳
 

房
 Ⅴ
と
い
う
よ
う
な
、
と
て
も
手
に
入
ら
な
い
よ
う
な
 も
の
を
求
め
た
ら
と
舌
口
わ
れ
た
。
海
の
霊
は
、
こ
の
求
め
 

に
 応
ず
る
こ
と
が
で
 

-
3
 

5
 ）
 

き
ず
、
こ
う
し
て
太
陽
と
月
は
と
り
も
ど
さ
れ
た
。
 同
 時
に
天
雲
の
 娘
 と
海
霊
の
息
子
と
の
婚
姻
も
解
消
さ
れ
た
 」
 

か
っ
て
筆
者
は
、
こ
れ
と
芋
嵐
地
神
話
と
比
較
し
て
、
 次
 の
よ
う
に
論
じ
た
。
 

「
大
地
の
主
あ
る
い
は
海
神
が
天
神
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
 

根
の
国
の
主
あ
る
い
は
海
原
の
支
配
者
で
あ
る
 ス
サ
ノ
 オ
が
 高
天
原
の
主
で
 

あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
訪
れ
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
ア
マ
 -
 
ア
ラ
ス
が
 ス
サ
ノ
オ
 の
も
っ
て
い
た
十
握
剣
を
う
け
と
り
 
ス
サ
ノ
オ
 は
ア
マ
 

 
 

テ
ラ
ス
の
も
っ
て
い
た
 八
坂
 填
の
五
百
箇
御
統
の
玉
を
 と
っ
た
こ
と
は
、
天
神
と
地
神
あ
る
い
は
海
神
の
贈
物
 交
 換
 に
相
当
す
る
。
 
日
 

(492) 50 



宇気地 神話の諸 様 

は
 男
神
で
あ
り
、
我
が
国
の
陰
神
は
素
 襄
鳴
 尊
と
申
す
 男
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
に
反
し
て
、
漢
土
の
女
 嫡
氏
は
 女
神
で
あ
る
。
天
天
 

照
 大
神
の
物
実
は
曲
玉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
代
議
 氏
 の
そ
れ
は
 フ
 ン
 マ
ワ
 シ
で
あ
り
、
 
素
襄
鳴
 尊
の
物
実
は
剣
 で

あ
る
の
に
対
し
 
翔
 

（
 
5
 
5
 ）
 

て
 、
 女
姻
氏
 の
そ
れ
は
曲
尺
で
あ
る
。
こ
の
点
に
放
い
て
 、
和
漢
の
二
神
に
大
な
る
相
違
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
 け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
 

5
1
 

他
方
で
は
、
こ
れ
ら
和
漢
の
丸
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兄
弟
 と
 姉
妹
で
あ
る
点
に
大
き
な
類
似
が
あ
る
。
し
か
し
、
 伏
 穀
 、
 女
蝸
と
 ア
マ
 テ
 

る
が
、
そ
れ
で
も
宇
宙
の
二
大
領
域
の
一
方
の
代
表
者
 が
 、
他
方
を
婚
姻
の
た
め
訪
れ
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
 限
 り
で
は
、
 
宇
気
 地
神
話
 

や
 
い
 仁
安
 緊
 神
話
に
近
く
、
さ
ら
に
そ
こ
で
は
、
異
例
 と
女
 側
 と
の
間
に
お
い
て
、
二
重
創
造
の
変
種
の
よ
う
な
 神
技
が
競
争
さ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
、
 
北
 コ
ー
カ
サ
ス
、
し
佳
（
 
ド
ニ
二
 局
句
 麗
の
諸
神
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
 興
 る
も
 の
の
、
 宇
気
地
 神
話
 

中
の
神
 婚
 神
話
的
側
面
と
何
等
の
類
似
を
見
せ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
 
宇
気
 地
神
話
中
の
物
実
の
交
換
に
つ
い
て
は
 、
中
国
に
も
類
例
が
あ
 

る
こ
と
を
白
鳥
庫
吉
辰
が
指
摘
し
て
い
る
。
 

「
漢
代
の
神
話
に
よ
る
と
、
陽
の
神
で
あ
り
、
天
の
神
で
 あ
る
代
議
氏
の
物
実
は
規
即
ち
 フ
 ン
 マ
 ワ
シ
で
あ
り
、
  

 

の
神
で
あ
る
女
婿
氏
の
物
実
は
矩
即
ち
曲
尺
で
あ
る
。
 規
 は
 天
の
円
い
の
に
擬
し
、
矩
は
地
の
方
な
の
に
擬
し
た
 も
の
で
あ
る
。
然
る
 

に
武
梁
の
石
室
に
あ
る
壁
画
に
代
議
 氏
 と
女
 嫡
氏
 と
が
 あ
っ
て
 、
 共
に
人
盲
蛇
身
で
あ
る
。
此
の
二
神
は
下
部
を
 互
い
に
捲
き
合
せ
て
 

い
て
、
手
の
方
を
見
る
と
、
代
議
氏
は
矩
を
持
ち
、
 

女
嫡
 氏
は
規
を
持
っ
て
い
る
。
是
は
一
寸
見
る
と
あ
べ
こ
べ
 な
 話
し
で
、
画
家
の
誤
 

っ
た
 描
き
方
か
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は
決
 し
て
そ
う
で
な
い
。
是
は
男
女
の
二
神
が
互
に
其
の
物
 実
を
交
換
し
た
姿
で
 

あ
っ
て
 、
 宛
も
神
代
史
に
天
照
大
神
が
素
義
唱
導
の
 剣
 を
御
 取
り
に
な
り
、
累
葉
 鳴
尊
が
 天
照
大
神
の
曲
玉
を
御
 取
り
に
な
っ
た
姿
に
 

同
じ
き
も
の
で
あ
る
。
 
某
れ
 故
に
、
二
神
が
子
を
生
む
 と
き
に
各
々
そ
の
物
実
を
と
り
換
え
る
と
い
う
点
に
 放
 い
 て
は
、
漢
土
の
二
神
 

も
 我
が
国
の
二
神
も
同
じ
事
で
あ
る
。
然
し
我
が
 国
 の
 場
 神
は
天
照
大
神
と
申
す
女
神
で
い
ら
せ
ら
れ
る
 に
 反
し
て
、
漢
土
の
伏
義
民
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  裁 う 王 に の 
し ラ ラ 話 す 決 ン 位 記 結 我 
か な ン の で 法 で Ⅴ 録 呆 々 

し 見 系 流 に が は 型 さ 明 は 

  
つ と 承 筆 の お れ で が の 道 
あ 冒 し 者 パ じ て も 極 ぅ 神 

い そ め ち 話 

  。 あ 様 の 
つ 
  

  

今者 

と 

  
て 

ア 
  
タ ん タ 系 
  

糸底   
族 
を 

想定 

す 
る 固 化 決 話 関 
場 
本 
口、 

本   
-;A. 

十人 珊 
事族 美、 道 じ 中 は 的   

で は 、 （ 59 ） こ と て 日 

も のあ 手る谷コ来 掴が な 天守 田て た 

ヰ ヒ 日 こ に 本 み 、 界 田 。 
摘 の 北 へ の ィ の ぎ そ 

族 そ 
（ れ 木 

  
ハ 葛 す   

芋嵐 結 比 句麗 ） ことが 

と 明 神 
共 ら 話 

はそ 論 通し かと 

て な の 
しト つ 卒中 

  
の し 話 
が か 的 

  
こ 々 @ 
と う お 
が ン い 

注 系 て 

目語も さ 族、   
る 神 う 

。 話 ン 

に 系 
見 諸 
ら 族 
ね め 
尤よ ネ中 

ぃ 話 
諸   

要 こ 

素 と 

で @C 

㏄ 

アル 岸 コリ 

台タイ系 め % 
諾 め 

ラ
ス
、
 

ス
サ
ノ
オ
 の
芋
嵐
 地
 神
話
と
の
間
に
は
、
せ
い
ぜ
 い
 
間
接
的
か
つ
ど
く
部
分
的
な
関
係
が
云
々
で
き
る
だ
 け
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 



芋嵐氏神話の 諸様相 

    
ら こ 言舌 

一 れ に 

歩 は お 
肩巧 あ け 
進 く る 
す ま こ 

る で れ 
た も ら 

め 作 印 
に 業 欧 
は 仮 系 

、 説 要 

こ で 素 
の あ の 
よ る ア   
な し タ   
糸枠 業仮 し、 
説 か 介 

を っ 者 
設 て に 

定 の 受 
し よ 客 
" う さ 

検 に れ 
証 @ た 
す 日 午 
る 本 代 
過 神 の 
程 話 上 
を に 限 
踏 お で 
ん け は 
で る な 
行 化 ぃ 
く 方 か 
こ 系 と 
と 要 り 
が 素 ぅ 

必 Ⅴ 見 
要 と 通 
で い し 
あ ぅ を 
ろ 漠 も 

う紐黙 っ   
た て 

る い 

解 る 

答   

53 く 495) 

-
3
 
レ
 

厘
神
話
、
つ
ま
り
字
彙
地
神
話
の
前
後
の
神
話
に
 

こ
ろ
、
イ
ラ
ン
と
は
特
に
大
き
な
類
似
を
示
さ
な
 

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
ギ
リ
シ
ャ
的
な
 

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
 両
 要
素
が
す
で
に
結
び
 

た
が
っ
て
、
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
 

北
 イ
ラ
ン
 

つ
い
て
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
の
類
似
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
 て
こ
れ
ら
は
現
在
ま
で
の
と
 

い
 諸
神
話
で
あ
り
、
ま
た
日
本
神
話
と
の
間
の
類
似
は
こ
 れ
ま
た
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
 

神
話
要
素
は
、
日
本
神
話
中
で
は
イ
ラ
ン
的
な
神
話
 要
 素
と
 錯
綜
し
て
結
び
つ
い
て
い
 

つ
い
た
形
で
日
本
に
入
っ
て
来
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
 る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
し
 

系
 牧
畜
 民
が
 ギ
リ
シ
ャ
文
化
、
こ
と
に
 へ
 レ
ニ
ズ
ム
の
 波
 涛
を
蒙
っ
た
時
期
が
、
日
本
 

（
 
つ
 
二
 
4
 
6
 
）
 

（
 
l
 
6
 ）
 

日
本
神
話
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
の
間
の
類
似
点
は
昔
か
 ，
 身
 論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
吉
田
氏
が
 ィ
 ザ
ナ
ギ
の
 黄
泉
訪
問
神
話
や
天
 岩
 

し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
 ノ
 ラ
 

つ
に
は
ア
ル
タ
イ
系
譜
 族
 の
 多
 

古
い
時
代
に
お
け
る
ま
と
ま
っ
 

ア
ル
タ
イ
系
 諸
 族
の
神
話
や
叙
 

範
囲
に
お
い
て
は
、
こ
と
に
 高
 

第
二
の
問
題
は
、
人
天
界
の
 

の
 天
界
の
王
の
出
現
な
ど
一
連
 ン

 神
話
ほ
ど
日
本
神
話
と
の
大
き
い
類
似
が
ま
だ
明
ら
か
 に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

一
 

く
が
 イ
ラ
ス
 
ふ
 化
 や
 ラ
マ
教
化
し
た
結
果
、
古
い
神
話
 
を
 失
っ
た
こ
と
や
、
日
本
や
イ
ラ
ン
の
よ
う
に
 

た
 神
話
材
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
 、
ま
た
日
本
神
話
と
の
比
較
と
い
う
視
点
で
の
 

@
 
㏄
）
 

事
 詩
の
研
究
が
著
し
く
 立
 遅
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
 で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
論
文
で
取
り
め
 っ
 か
っ
た
 

句
 麗
の
神
話
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

王
位
Ⅴ
神
話
を
論
じ
た
 際
 指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
三
界
 分
 治
 、
性
器
を
傷
つ
け
る
モ
チ
ー
フ
、
洞
窟
中
か
ら
 

の
 モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
の
奇
妙
な
 類
 似
が
 存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
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三
ロ
八
一
九
七
Ⅰ
 
二
 0
 
八
｜
二
 0
 九
 

吉
田
、
一
九
七
一
 
a
 、
な
お
そ
の
他
の
ま
と
ま
っ
た
論
文
と
し
 て
は
、
た
と
え
ば
Ⅰ
し
の
 ホ
ペ
ト
 の
り
 
白
 一
の
 由
円
め
 局
し
 
0
0
 
沐
 ・
 ト
の
ひ
 

ト
一
Ⅰ
（
Ⅱ
 

円
 Ⅰ
 由
円
 
0
 之
 Ⅰ
 つ
 Ⅱ
 つ
 

を
 参
照
。
 

Ⅰ
Ⅰ
 
つ
つ
 
Ⅰ
め
づ
 
0
 之
 ）
の
Ⅱ
 

つ
 @
 ）
）
白
１
ト
 

ド
 
ト
一
七
口
四
、
一
ネ
九
七
一
 
a
 、
 -
 
ハ
 一
 １
１
 
-
 
八
二
一
 

Ⅰ
 @
 
円
 づ
 Ⅰ
Ⅱ
 
づ
 0 乞
ト
 の
 Ⅱ
 ウ
 @
 ㏄
 耳
 

仝
日
田
、
一
九
 
セ
一
 
a
 、
五
三
 ｜
 五
四
、
Ⅰ
 -
 
円
 Ⅱ
「
し
日
 

0
 乞
 
お
Ⅱ
 っ
一
 ㏄
 ㏄
 一
 Ⅰ
い
の
 
ホ
ベ
ト
 の
切
り
 
@
 下
り
 

の
む
 つ
 め
 力
め
 
0
 い
木
）
つ
 つ
ト
 
@
 目
 り
の
１
ト
 
り
 ㏄
 一
 c
f
,
 七
口
 
田
 、
一
九
 し
 
Ⅰ
 一
 a
 、
五
一
、
 

ト
ト
 
円
円
Ⅰ
 
由
円
 
0
 名
ト
 の
べ
つ
一
口
Ⅱ
の
 

パ
ペ
ト
 の
り
り
 
@
 ト
ト
 

吉
田
、
一
九
七
一
 
a
 、
 六
 0
 、
「
（
日
づ
 目
 q
0
 之
 
Ⅰ
の
 
べ
ア
ヨ
 ニ
 
%
 い
 の
 
本
 ベ
ト
つ
 つ
切
 
@
 下
卑
 

宕
巳
 言
下
 ド
ト
圭
レ
 ト
定
め
・
沼
沢
、
一
九
五
一
 

た
と
え
ば
、
松
村
、
一
九
五
五
 ｜
 五
八
、
三
 
ノ
 四
三
 ｜
 四
五
 

吉
田
、
一
九
七
一
 
a
 、
五
三
 ｜
 五
四
、
 
い
 （
（
 
づ
 Ⅰ
 由
円
 
0
 之
 
Ⅰ
の
Ⅱ
つ
 
り
 
つ
１
 の
 民
 

Ⅰ
Ⅰ
 
づ
円
 
Ⅰ
 め
弓
 
0
 之
ト
 つ
 つ
つ
 
@
 Ⅰ
つ
 
い
 
１
ト
 つ
 の
・
 cf
.
 

の
中
 

刃
之
 
0
 ペ
ト
 の
 ト
ペ
一
 
㏄
 り
い
 
１
 の
 い
 ㏄
 

フ
ィ
ル
ド
ウ
ス
イ
ー
、
一
九
六
九
、
四
三
二
 ｜
 四
三
三
 

の
ら
片
名
 
0
 ペ
ト
つ
目
 Ⅱ
 @
 ㏄
い
の
 

ヰ
 
0
 目
的
立
 レ
の
 
0
 め
ト
め
 の
～
 
-
 ま
 

の
曲
 づ
 ㊥
刃
め
 
0
0
 
が
 
ト
 の
の
 
目
 @
 ト
り
つ
 

１
ト
 の
 ㏄
 

Ⅰ
Ⅰ
円
円
Ⅰ
 

め
円
 
0
 才
ト
の
 Ⅱ
 つ
 @
 ト
つ
ヰ
 

最
近
の
例
と
し
て
は
、
横
田
、
一
九
七
 0
 

0
.
 之
 Ⅰ
 ト
 
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
㏄
つ
 
い
 
1
.
 
つ
つ
，
目
 @
 ㏄
 ベ
ト
 

森
 、
一
九
四
四
、
二
 0
0
 
｜
二
 0
 六
 、
な
お
、
出
石
、
一
九
四
 二
 、
三
二
ー
三
七
、
一
一
一
 

｜
一
 
三
八
参
照
 

た
と
え
ば
し
 c
 母
め
 目
 ヒ
ト
の
㏄
 っ
 一
の
る
・
 ト
申
 
ト
ー
ト
の
の
 

吉
田
、
一
九
七
一
 

吉
田
、
一
九
 セ
一
 
b
 
、
一
三
九
六
 

し
巳
ノ
下
ぬ
ド
 

Ⅰ
Ⅰ
 ト
 の
の
 
つ
 @
 ト
 Ⅰ
 ド
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4 二リ ハ ・ 廿   
（
 
ハ
リ
 
）
 

（
 
l
 
Ⅰ
）
 

（
 
り
乙
 
）
 

（
 
0
0
 
）
 

（
九
号
）
 

（
 
ミ
リ
 
）
 

（
公
 
し
 ）
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 

（
 
）
く
 
0
0
 

し
 

（
 
く
リ
 

ハ
ソ
 
）
 

（
 
6
 
O
 ）
 

（
 l
 
Ⅰ
）
 

（
 
）
公
 

り
乙
 

し
 

（
Ⅰ
 

ム
リ
 

0
 ）
 

（
 
4
 
丹
 ）
 

（
 
ミ
リ
 
）
 

（
 
6
 ）
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 

（
 
4
4
 

0
0
 
）
 

（
介
し
）
 

4
 
サ
 

し
巴
 旨
い
い
Ⅰ
 
ヒ
ト
つ
 の
 つ
 @
 ド
臣
 
１
日
 べ
 一
荘
・
 下
巳
 い
の
い
出
目
 
レ
之
 乞
田
㏄
㏄
㍉
一
白
㏄
 
3
0
 
か
べ
 @
 Ⅰ
む
目
あ
 0
 （
 目
由
之
 下
戸
き
き
 
-
 ひ
 き
 ｜
 簿
の
。
の
 且
 １
目
  
 

Ⅰ
 む
毛
拐
 
O
h
 

宮
内
定
 

キ
捷
 p
o
P
o
@
0
 

円
 ひ
 １
 0
 ト
か
 

Ⅰ
の
 毛
あ
 
0
h
 呂
 い
客
戸
ゎ
）
の
 
ト
 ）
一
の
 

p
N
 

し
目
 目
欝
 -
 「
Ⅰ
 乙
っ
 @
P
 の
～
 
１
 ）
ま
一
吉
田
、
一
九
七
一
 
b
 、
一
三
 
九
一
 
｜
一
 
三
九
二
 

べ
 0
 の
 出
 Ⅰ
 し
卜
 Ⅰ
の
の
 
め
 @
 下
肚
一
ト
 
つ
ウ
 
の
 一
 ㏄
下
 
へ
｜
い
 卜
の
 

号
目
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
 
勾
 P
o
 

の
の
 

ン
ミ
 
0
 Ⅰ
 め
 ）
の
の
の
 
@
 の
り
 
下
 -
 片
目
Ⅱ
 之
ォ
 ㏄
 0
 め
 Ⅰ
の
の
～
 
@
 の
の
一
口
 刃
 め
の
し
 
山
ア
 ト
つ
包
 
Ⅰ
 @
 の
の
㏄
 
１
 の
の
 
つ
 ・
の
 卜
い
１
 の
 目
 ト
一
の
ぴ
口
口
 
オ
い
 Ⅰ
 0
 目
 
Ⅰ
 0
0
 
㏄
 @
N
 つ
り
 

監
呂
 ㏄マ
下
の
の
め
Ⅰ
 
の
 の
～
 一
ま
 

由
井
 勾
 4
 ゃ
 
お
ひ
 の
 @
P
 の
 P
,
 訳
 、
一
六
 セ
 

ヰ
円
オ
わ
 

ヰ
レ
ト
 の
の
㏄
 
@
 Ⅱ
の
 
ト
 ー
Ⅰ
の
 

w
.
 

訳
 、
一
 
-
 
八
 上
Ⅰ
 
｜
一
 
-
 
八
八
 

大
林
、
一
九
六
一
、
一
四
三
 ｜
 一
四
四
 

白
鳥
、
一
九
五
四
、
二
六
八
 ｜
 二
六
九
、
な
お
二
五
一
参
照
 

松
村
、
一
九
二
九
、
九
七
 ｜
一
 
0
 九
 、
一
九
五
五
 ｜
 五
八
、
三
 
ノ
四
セ
一
｜
 四
八
四
、
 
ぺ
 0
 の
 下
 -
 し
巨
し
 亜
の
 @
 い
 の
の
 

ぺ
 0
 の
 由
 -
 し
 ゃ
ト
つ
の
 の
 @
 ㏄
ト
下
 
｜
い
ヰ
 ㏄
 

大
林
、
一
九
 セ
一
 
c
 、
四
九
 ｜
五
 0
 。
筆
者
は
同
論
文
を
執
筆
 し
た
当
時
は
、
ま
だ
吉
田
氏
の
一
九
六
一
 ｜
 六
三
年
論
文
を
読
 ん
で
い
な
か
 

 
 

た
と
え
ば
 
七
く
 
Ⅰ
由
の
之
し
オ
 
ト
 つ
む
㏄
 

田
中
、
一
九
 セ
一
 

た
と
え
ば
 
局
 カ
レ
 乞
い
ト
つ
 ㏄
㏄
 

吉
田
、
一
九
セ
 0
 

吉
田
、
一
九
七
一
 
c
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ラ
ン
神
話
に
関
し
て
は
 
ヨ
 0
 Ⅰ
め
そ
の
 仇
め
 テ
キ
ス
ト
の
 
新
 ら
し
い
訳
文
や
毛
自
由
之
の
力
 お
之
や
 
片
ヨ
 め 三
 %
 ㏄
 0
 め
の
 

釈
 に
な
る
べ
く
よ
る
こ
と
に
し
た
 0
 
ヒ
ッ
タ
イ
 

在
 目
さ
神
話
 ほ
 つ
い
て
も
、
の
 巳
円
 め
刃
㏄
 

0
0
 

木
 
）
の
の
）
が
 、
 
彼
を
含
め
た
そ
の
 以
前
の
 
テ
ク
 

ト
 解
釈
 と
異
る
 場
合
は
、
前
者
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

い
 ず
れ
も
筆
者
の
専
門
外
な
の
で
、
思
わ
ぬ
誤
り
を
目
し
た
り
、
 重
要
な
見
落
 し ス 解   
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本
稿
を
印
刷
に
廻
し
て
後
、
軍
キ
二
ピ
コ
 
め
 
二
の
）
族
の
間
 

弟
 が
上
界
に
住
み
、
兄
が
下
界
に
住
み
、
弟
が
人
間
を
創
造
 し
、
 兄
が
邪
悪
な
も
 

の
を
創
造
す
る
と
い
う
形
式
の
二
重
創
造
神
話
が
広
く
分
布
し
 て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
 ミ
レ
ま
 Ⅰ
 
い
セ
お
 
尹
の
・
 目
 ：
 目
 せ
の
コ
ガ
の
 
0
%
 
。
り
つ
田
の
け
 

ヴ
 。
亡
臣
 
目
ア
の
 

ヒ
コ
ぎ
 の
Ⅰ
の
の
・
 

ぎ
 
@
 
目
 （
㊦
 
由
や
己
と
 
宙
の
臣
（
 

セ
之
 ・
 
?
&
.
 
）
 -
 の
 （
コ
田
の
の
 

ぎ
 
ど
 客
臣
 目
 
の
ぎ
日
当
 宙
ヨ
 -
 き
 ，
 串
 ，
 ま
，
お
 ・
 C
 ま
く
の
Ⅱ
匹
モ
 
0
 （
 円
 0
 「
 
0
 づ
 （
 
0
 巾
 「
の
の
 

ダ
 

円
 0
q
0
 

ま
 Q
 お
む
ど
 。
こ
れ
は
イ
ラ
ン
と
朝
鮮
、
日
本
の
間
を
つ
 な
げ
る
ア
ル
タ
イ
系
の
事
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
 

追 
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他
力
と
い
う
こ
と
は
浄
土
教
に
お
い
て
は
中
心
的
な
 

概
 念
 の
一
つ
で
あ
る
が
、
浄
土
教
に
か
ぎ
ら
ず
広
く
宗
教
 

一
 般
 に
お
い
て
も
重
要
 

な
こ
と
が
ら
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ま
ま
で
他
力
 

の
 概
念
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
 
暖
昧
 で
あ
る
。
他
力
を
重
 
祝
 し
た
親
鸞
も
そ
の
 
使
 

い
 方
は
一
見
す
る
と
多
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
他
力
と
は
い
 

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
他
力
を
最
も
深
く
掘
り
さ
げ
 

た
と
思
わ
れ
る
親
鸞
に
 

つ
い
て
そ
の
事
態
と
構
造
と
を
明
ら
か
に
し
、
一
応
他
力
 

の
 概
念
を
監
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。
 

普
通
宗
教
に
お
い
て
自
力
・
他
力
と
い
う
と
き
、
そ
の
 

自
 と
は
現
実
界
に
お
け
る
人
間
的
自
で
あ
り
、
 

他
 と
は
 人
 間
 的
自
に
対
し
て
の
 

他
を
意
味
し
て
い
る
。
親
鸞
は
教
行
信
証
の
行
 

巻
 他
力
 釈
に
お
い
て
端
的
に
「
 
号
呈
 
，
 
他
力
 -
 
@
 
@
 
,
 

者
 如
来
本
願
力
也
」
と
 

い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
 

-
l
 

Ⅰ
）
 

ば
あ
い
、
如
来
は
超
人
間
的
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
っ
 

て
も
、
や
は
り
人
間
の
対
象
と
し
て
人
間
に
相
対
的
な
も
 

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

元
 照
の
観
経
疏
を
引
い
て
「
 
曳
ん
 ㍉
 
此
 九
 %
 。
 
蕊
訳
一
 真
則
 通
二
自
力
 -
 
放
談
ニ
大
小
諸
経
 
-
 
或
往
 ：
他
方
 
-
 
間
。
 
法
 

  

も
 ，
往
生
俘
 
七
 -
 
彼
此
 賎
 ：
 
覇
り
軋
 
，
 
拍
 コ
方
 
健
 -
 
伊
 ㍉
 窩
 二
白
 
、
め
 
一
円
 
し
ノ
ど
 
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
此
土
人
聖
の
聖
道
門
 

を
自
力
、
浄
土
往
生
の
 

6
@
 
，
 ヵ
ェ
 

  

星
野
元
 
豊
 

他
力
 @ アし 

つ 

レ Ⅰ 

て 



に
は
煩
悩
を
断
じ
、
惑
を
破
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
 め
に
禁
戒
を
受
持
し
、
禅
定
を
修
し
、
神
通
を
修
習
 す
 る
と
い
う
努
力
、
   
口 

で
あ
り
、
そ
の
絶
対
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
如
来
の
本
 願
 力
が
 全
面
的
に
働
い
て
い
る
と
い
 

こ
よ
 

串
ん
 
Ⅰ
。
 

L
 
Ⅴ
 

し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
こ
と
は
自
力
 聖
道
門
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
 

他
力
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 は
か
ら
が
を
止
め
て
本
願
を
全
面
 

れ
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
他
力
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
一
切
の
は
か
ら
い
を
止
め
 

 
 

信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
の
へ
に
 

ひ
が
自
力
で
あ
る
、
そ
れ
に
対
し
て
、
は
か
ら
は
な
い
の
 が
 他
力
で
あ
る
、
義
な
き
が
他
力
 

な
れ
ば
、
他
力
に
は
 義
 な
き
を
義
と
す
と
聖
人
の
お
 ほ
 せ
 ご
と
に
て
あ
り
き
。
 
義
 と
い
ふ
 こ
 

陀
 如
来
の
御
ち
か
 ひ
 の
中
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
へ
る
 第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
 

門
 の
白
ガ
 と
 異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
 

荊
笘
 は
そ
れ
で
 他
力
中
の
白
力
と
し
て
 蜂
斥
 し
た
の
 

 
 

あ
ろ
う
か
。
 
沖
構
は
 続
い
て
こ
   

う る 的 で さ と す う で 
白日 こ と に あ ら は る か あ 
  と い 倒 る に " な っ る 
  で う か 。 義 は 他 て 。 

iC あ こ し そ な か 力 い 
あ り と め し し ら と る 
  、 は る て と う 申 。 
て そ 太 こ 本 な こ な 「 
ま @   
真   
を 
証 

な 女ロ と 

せ 信楽 自己の他力に 甲こ 信楽で 行者 す り。 来の 

    
  
ナ - @   
  ら 定 そ が ら は ひ 弓る ; 

い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
浄
土
往
生
を
願
う
と
い
う
点
に
お
 い
て
は
浄
土
門
で
あ
る
が
、
自
己
の
 力
 を
た
の
む
と
い
 う
 点
に
お
い
て
は
聖
道
 

 
 

し
か
し
親
鸞
は
更
に
そ
の
往
生
の
樺
に
注
目
し
て
浄
土
 門
 の
な
か
に
も
自
力
の
機
の
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
「
 ま
 

 
 

 
 

号
を
称
念
 し
、
 
余
の
善
根
を
修
行
し
て
、
わ
が
み
を
た
の
 

  

@
3
-
 

こ
こ
ろ
も
て
 
身
 ・
 ロ
 
・
意
の
み
だ
れ
 ご
 こ
ろ
を
つ
く
ら
い
 
、
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
 な
 と
お
も
ふ
を
 白
ガ
 と
中
 
な
り
。
」
と
 

浄
土
門
を
他
力
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
 本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
か
ぎ
り
他
力
 と
い
え
よ
う
し
、
口
分
 

 
  

 

の
力
 で
修
行
し
て
此
土
で
真
を
証
す
る
か
ぎ
り
自
力
と
い
 う
に
価
し
よ
う
 0
 



に
い
え
ば
煩
悩
的
自
己
の
自
己
否
定
が
求
め
ら
れ
る
、
 

内
 外
心
身
一
切
 倶
捨
 と
い
わ
れ
、
身
心
脱
落
、
大
 捨
 、
 放
 捨
な
ど
す
べ
て
否
定
的
 

努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
力
門
に
お
い
て
、
 は
 か
ら
が
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
と
規
を
一
に
す
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
純
粋
の
他
力
と
い
わ
れ
て
 い
る
も
の
も
自
力
と
い
わ
れ
る
も
の
も
表
現
に
お
い
て
こ
 そ
 異
な
れ
、
内
実
的
 

に
は
全
く
そ
の
区
別
は
認
め
ら
れ
な
い
。
人
間
性
の
絶
対
 否
定
の
と
こ
ろ
に
そ
の
努
力
の
目
標
が
お
か
れ
、
そ
れ
 へ
の
道
と
し
て
無
妻
 
が
 

求
め
ら
れ
、
 
放
捨
が
 求
め
ら
れ
る
。
で
は
自
力
門
と
他
 力
門
 と
の
本
質
的
な
相
違
は
そ
の
否
定
の
仕
方
に
認
め
ら
 れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

従
来
し
ば
し
ば
自
力
門
は
難
行
道
で
あ
り
、
他
力
門
は
 易
行
道
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
本
質
 的
 相
違
が
あ
る
の
で
あ
 

ろ
う
か
。
た
し
か
に
煩
悩
的
人
間
に
と
っ
て
自
ら
煩
悩
 を
 断
ず
る
修
行
を
行
ず
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
こ
と
は
い
 ぅ
 ま
で
も
な
い
、
そ
れ
 

は
 難
行
道
と
い
う
に
値
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
懸
命
の
努
 力
 が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
他
力
門
に
お
い
て
 は
 、
は
か
ら
が
を
す
 て
 

て
 弥
陀
の
本
願
を
信
楽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
 い
う
こ
と
、
一
声
念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
 は
 一
見
易
行
と
い
え
よ
 

う
 。
し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
き
、
は
か
ら
が
 を
 止
め
る
と
か
至
心
信
楽
と
か
い
う
こ
と
は
し
か
く
容
易
 な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 

煩
悩
的
人
間
に
と
っ
て
「
は
か
ら
う
し
と
い
う
こ
と
は
 本
質
的
で
あ
る
。
理
性
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
 無
義
と
ぃ
 ぅ
 こ
と
は
不
可
能
で
あ
 

る
 。
幼
児
の
心
が
求
め
ら
れ
、
愚
考
に
な
れ
と
す
す
め
，
 
ら
れ
る
の
も
 無
義
 に
近
ず
か
ん
が
た
め
で
あ
る
。
 

無
 義
に
 徹
す
る
に
は
懸
命
の
努
 

カ
が
 必
要
で
あ
る
。
至
心
に
信
楽
す
る
に
は
全
身
心
 凝
 っ
て
の
人
間
的
生
命
の
燃
焼
が
い
る
。
我
執
の
人
間
に
と
 っ
て
 無
義
 に
徹
す
る
こ
 

（
 
5
-
 

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
こ
の
撫
養
に
徹
し
た
 十
八
願
の
信
を
易
往
無
人
 之
浄
信
 と
よ
ん
だ
所
以
も
こ
こ
 に
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
自
力
門
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
易
行
 と
い
わ
れ
る
他
力
門
も
亦
人
間
的
努
力
の
最
高
が
求
め
ら
 れ
て
い
る
こ
と
を
わ
 

て
 

か
れ
わ
れ
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
「
は
か
ら
 
は
な
い
」
と
か
他
力
信
心
と
か
い
う
こ
と
が
易
行
と
い
 う
 言
葉
に
幻
惑
さ
れ
て
、
 
安
 

肛
身
 に
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

信
 に
お
け
る
人
間
的
な
る
も
の
の
重
要
性
は
た
と
え
 他
 力
 と
難
も
信
と
い
う
も
の
の
 

 
 

本
質
に
属
す
る
。
も
と
も
と
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
 人
 間
 と
し
て
の
私
が
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
あ
り
 え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
 

63  (505) 



転
換
の
端
的
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
転
換
の
事
態
は
あ
 ，
 
え
 て
仏
教
の
み
な
ら
ず
宗
教
一
般
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
 。
マ
タ
イ
伝
も
度
々
 同
 

己
 否
定
の
極
と
内
か
ら
の
絶
対
他
の
出
現
に
よ
り
機
縁
 熟
し
て
人
間
的
橿
の
破
壊
の
端
的
が
峰
 啄
 同
時
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
的
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
力
聖
道
門
に
お
い
て
も
同
様
で
 あ
る
。
否
定
に
否
定
を
重
ね
て
否
定
す
る
も
の
を
も
 否
 走
 す
る
と
い
う
絶
対
 否
 

定
 に
あ
っ
て
は
そ
の
最
後
の
極
点
に
お
い
て
五
 %
 尾
頭
 敵
手
時
の
絶
対
冒
険
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
に
対
す
 る
 大
 宛
 が
な
け
れ
ば
な
 

う
な
い
。
そ
し
て
こ
の
冒
険
、
こ
の
決
断
は
自
力
門
、
他
 力
門
 と
も
規
を
一
に
す
る
決
断
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
究
極
の
決
断
は
い
か
に
じ
 て
な
さ
れ
つ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
全
身
心
を
投
げ
う
つ
 決
断
、
一
切
を
放
 捨
 

し
、
 死
を
も
死
す
る
人
死
、
自
己
の
絶
対
否
定
と
い
う
 こ
と
は
本
来
的
に
主
我
的
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
不
可
 能
 で
あ
る
。
こ
の
自
己
 

の
 絶
対
否
定
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
自
力
門
 と
 他
力
門
の
相
違
は
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
の
究
極
点
に
あ
 っ
て
は
同
一
で
あ
る
。
 

両
者
と
も
に
人
間
の
自
己
肯
定
（
執
着
）
の
植
を
自
ら
 突
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
肯
定
 の
 植
は
人
間
に
と
っ
て
 

絶
対
他
者
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
以
外
に
道
は
な
い
。
 自
 力
 門
も
他
力
門
も
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
は
絶
対
他
者
 の
 出
現
に
ま
た
ね
ば
な
 

，
う
な
い
。
 

絶
対
他
者
の
出
現
と
人
間
的
努
力
の
極
限
と
の
出
逢
い
 は
嘩
啄
 同
時
と
い
う
 讐
愉
で
 最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
 

外
か
，
 ら
の
懸
命
の
自
 

    
断 境 
す @ こ 

」 あ 
と っ 
い て 

  
は 圭ニ け 

れ 身   

  
  清 週 ， 

人 それは - = 一，ナ， 直進 不 。 
間 生 " 

  
で 」 父 

あ と ） 

ろ は 
  イ "" 一 口 

「 に 
空 お 
虚 け 
へ る   
決 」（ 間駒 飛醸堆 ） l 1 

で 断 
あ て 
る あ る 
日   
  
隆 信 
中 に 
の は 
日 

  

（
 
6
 ）
 

に
お
い
て
も
「
な
ん
 ぢ
 心
を
尽
し
、
精
神
を
尽
し
、
思
を
 尽
し
て
、
主
な
る
汝
の
神
を
愛
す
べ
し
」
と
人
間
の
懸
 命
の
努
力
を
求
め
て
い
 

（
 
7
-
 

る
 。
信
ず
る
の
は
個
と
し
て
の
私
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
五
 
劫
 思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親
鸞
 一
 人
 が
た
め
な
り
け
り
。
」
 

 
 

と
親
 鷲
は
信
の
自
己
を
煩
悩
具
足
の
個
と
し
て
う
け
と
 め
て
い
る
。
こ
の
 個
 こ
そ
か
の
二
河
白
道
に
お
い
て
「
 汝
 

方
正
念
 
直
来
 」
と
 

レ
力
 @
@
 
・
キ
ム
 
t
@
 
マ
ラ
 
@
 
セ
ム
ユ
カ
 
@
 
セ
ム
（
 
9
 ）
 

喚
び
か
け
ら
れ
た
個
で
あ
る
。
こ
の
喚
び
か
け
に
あ
い
 「
 白
 
思
念
 
我
 今
回
不
死
 
住
亦
 死
去
赤
兎
」
と
 い
う
二
一
定
死
の
絶
杜
絶
 

          64 



印
の
何
も
の
で
も
な
い
が
故
に
、
絶
対
他
の
働
き
と
い
 

っ
て
も
も
と
も
と
自
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
 

自
 
力
 と
い
う
な
ら
 

ぱ
 、
す
べ
て
 

竣
 

朋
 自
力
の
宗
教
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
自
力
と
他
力
 

ィ
 カ
 
@
 と
こ
で
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 

上
 

 
 

 
 

他
 ・
他
ま
 

い
う
 な
ら
ば
、
自
力
門
も
ま
た
他
力
の
宗
教
と
 い
 わ
ね
ば
 な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
絶
対
他
者
こ
そ
本
来
的
な
意
 味
 に
お
い
て
自
己
以
外
 

 
 

じ
 趣
き
を
「
時
は
満
て
 り
、
 神
の
国
は
近
づ
け
り
、
な
ん
 ぢ
ら
悔
 

、
 
・
 

改
め
て
福
音
を
信
ぜ
よ
」
 

-
.
.
 
（
 
2
@
1
 
 

と
の
べ
る
。
「
時
は
 満

て
 り
 」
は
畔
塚
同
時
 

の
 宣
言
で
あ
る
。
「
神
の
国
は
近
づ
け
り
」
と
絶
対
他
者
 の
 出
現
を
語
り
、
「
な
ん
 
ぢ
ら
悔
 改
め
て
福
音
を
信
ぜ
よ
 」
と
究
極
の
人
間
的
 努
 

力
 が
求
め
ら
れ
る
。
事
態
的
に
は
自
己
否
定
の
人
間
的
 努
 力
と
 絶
対
他
者
の
出
現
と
は
 嘩
啄
 同
時
で
あ
る
。
し
か
 し
 原
理
的
に
は
絶
対
 地
 

者
の
出
現
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
の
人
間
性
の
掴
が
 破
，
 
り
 れ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
そ
の
逆
で
な
い
の
は
勿
論
 、
同
時
で
も
な
い
。
 た
 

だ
 事
態
的
に
同
時
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
「
 我
は
神
に
生
き
ん
た
め
に
律
法
に
よ
り
て
律
法
に
死
に
た
 り
 。
 我
 キ
リ
ス
ト
と
階
 

に
 十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
り
。
最
早
わ
れ
生
く
る
に
あ
 ，
 
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
が
内
に
在
り
て
生
く
る
な
り
。
今
わ
 れ
 肉
体
に
あ
り
て
生
く
 

（
Ⅱ
 

リ
 
）
 

ろ
 は
 、
 我
を
愛
し
て
我
が
た
め
に
己
が
身
を
捨
て
給
ひ
し
 神
の
子
を
信
ず
る
に
由
り
て
生
く
る
な
り
。
」
と
い
う
。
 
律
法
に
よ
り
て
律
法
 

に
 死
に
た
り
と
い
う
よ
う
に
絶
対
他
者
に
よ
っ
て
死
ぬ
 ァ
 
」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
と
も
 ほ
 つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
ほ
ん
と
う
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
 あ
る
。
そ
こ
に
は
絶
対
花
郎
絶
対
生
の
転
換
が
あ
る
。
「
 最
早
わ
れ
生
く
る
に
あ
 

ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
が
内
に
在
り
て
生
く
る
な
り
」
で
 あ
る
。
絶
対
生
で
あ
る
。
今
ま
で
自
我
中
心
主
義
的
で
あ
 っ
 た
も
の
が
 神
 中
心
主
 

 
 

義
 的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
肉
体
は
同
一
で
も
そ
れ
を
 支
配
す
る
も
の
が
違
う
の
で
あ
る
。
全
く
同
じ
事
態
を
親
 鸞
は
 「
 信
ニ
受
 
本
願
 訪
 

即
得
 往
生
後
金
 即
生
 
他
力
金
岡
 
@
 L
 、
（
 

也
 
4
 
l
 
 

）
 
」
 と
 い

い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
東
西
処
を
異
に
し
な
が
ら
、
 い
 か
に
類
似
し
て
い
る
こ
 

 
 

と
か
。
 獲
 信
の
事
態
は
全
く
同
一
と
い
え
よ
う
。
同
じ
 

 
 

か
か
る
横
超
 断
 回
流
 と
 

い
 う
 宗
教
的
転
換
の
事
態
が
絶
対
他
者
の
働
き
を
ま
っ
も
 の
で
あ
る
こ
と
は
く
り
か
え
し
の
べ
た
が
、
か
か
る
 他
 か
ら
の
働
き
を
他
力
と
 



親
驚
 に
お
い
て
は
大
別
し
て
三
里
他
力
 -
 
者
 如
来
本
願
 力
 也
 」
と
い
う
如
く
、
他
力
は
対
象
的
な
も
の
に
つ
い
て
 い
わ
れ
る
ば
あ
い
と
、
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経禿 喜一 日七経 一     （ 上 
疏 八 二 。 信 金 二行   

  
  T 

親 
鴬 

    の 
      @- 行 

作 イ一   証 
イ " 一 一 一 

巻   
ぅ他 

四 が （   カ 

巻     
  一 汗 上   

  
  セ     大系」 難行・ 六九 

  
  

    等 @ ・   よ 尤 

      
  頁 親鸞 易行に 二頁）   

る 

      Ⅰ コ   参 
も 

頁 照         の 

        参 で 

照   頁     あ 
    

  
  

    
  
    

  
Ⅰ Ⅰ ん よ 

多 
る 

  構 
  造 
事   
  ら 

  
  

成 

  
立 
  

    て 

    
  る 

    
  
  

を 
で 

  
  

き 

  
る 

  だ 

    

    
  ら @ 
  か 

/
 ン
 @
 ケ
 リ
 @
 

英
三
非
二
方
便
 
-
 令
 二
倍
二
目
心
受
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
 
で
 
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
力
も
他
力
も
方
便
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
 

 
  

 



方
便
法
身
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
万
個
い
る
。
 

肛
て
 

便
法
身
と
法
性
法
身
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
 

唯
信
 
妙
文
 
意
 が
極
め
て
簡
明
に
の
べ
 

て
 

ついて 

れ
 出
た
も
の
で
あ
り
、
方
便
法
身
と
し
て
一
応
の
形
を
 と
り
な
が
ら
そ
の
本
質
を
法
性
法
身
に
お
い
て
い
る
と
こ
 ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

「
法
身
の
中
に
し
て
常
に
三
昧
に
ま
し
ま
す
」
と
い
う
こ
 
と
は
こ
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 従
 っ
て
法
性
法
身
を
離
れ
⑲
 

悩
 具
足
の
凡
夫
の
無
上
覧
の
さ
と
り
を
 

え
さ
ふ
ら
ふ
な
 
る
こ
と
を
 ば
、
 仏
と
仏
と
の
み
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
さ
ら
 

に
 行
者
の
は
か
ら
ひ
に
 

あ
ら
ず
 さ
ふ
ら
ふ
 。
し
か
れ
ば
 義
 な
き
を
義
と
す
と
さ
 
ふ
ら
ふ
 な
り
。
」
（
 

4
 ）
と
い
う
如
く
救
い
の
働
き
全
体
に
つ
い
 て
の
べ
ら
れ
て
い
る
・
 

ば
 

あ
い
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
を
考
慮
に
い
 

れ
 つ
っ
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
親
鸞
は
他
力
で
あ
 

る
 如
来
の
本
願
力
を
曇
 

鸞
 の
 論
 註
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 

「
輪
目
言
写
本
願
力
 

-
 
者
 示
 ，
大
菩
薩
 
於
 工
法
身
中
 
-
 
常
在
二
一
 
ニ
 %
-
 
市
乳
。
 
穣
 ，
 
梗
即
種
転
 神
通
 種
配
説
注
 上
智
 
鐙
 Ⅰ
本
願
 
力
起
昼
 -
 
知
了
阿
修
羅
 

答
 雄
三
元
ニ
識
者
 
-
 
雨
音
曲
自
然
 
三
 

か
く
他
力
の
働
き
が
い
か
な
る
働
き
で
あ
る
か
を
明
ら
 

か
に
し
て
い
る
。
他
力
は
方
便
法
身
の
働
き
と
し
て
、
 

本
 願
力
と
し
て
、
そ
こ
 

を
 通
し
て
種
種
の
身
、
種
種
の
神
通
、
種
種
の
説
法
を
 

現
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
働
き
は
法
性
的
で
あ
る
 

。
阿
修
羅
の
答
は
鼓
 
す
 

る
 者
が
な
い
の
に
自
然
に
そ
の
時
そ
の
場
に
応
じ
て
そ
の
 

音
曲
を
奏
で
る
と
い
う
が
、
丁
度
そ
の
よ
う
に
そ
の
 

救
 済
の
働
き
は
自
由
自
在
 

で
そ
の
時
そ
の
場
そ
の
機
に
応
じ
て
自
然
で
あ
る
。
こ
の
 

よ
う
な
自
然
の
働
き
は
い
う
ま
で
も
な
く
方
便
法
身
が
 

も
と
法
性
法
身
か
ら
 
生
 

所
行
信
一
者
摂
取
不
二
捨
 

-
 枚
名
工
阿
弥
陀
仏
 

-
 
足
日
工
 
他
 

 
 

ら
ふ
 な
る
と
き
に
、
 

煩
 

 
 

ば
こ
そ
、
他
力
と
申
 事
 に
て
候
へ
。
」
（
 

2
 ）
と
い
う
如
く
 、
信
 ず
る
行
者
の
側
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
た
ば
あ
い
と
、
 更
 に
 
「
十
方
群
生
涯
 帰
 ：
 命
 

 
 

な
り
。
如
来
の
御
ち
か
 ひ
 な
れ
ば
、
他
力
に
は
 義
 な
き
 を
 ま
撲
 
と
士
 

」
（
Ⅰ
）
ま
た
「
行
者
の
は
か
ら
が
を
 

ソ
 

、
 ち
り
ば
か
り
 も
あ
る
べ
か
ら
ず
候
へ
 

 
 

「
他
力
と
申
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
 

ひ
 の
中
に
 、
 選
択
摂
取
し
た
ま
へ
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
 

信
楽
す
る
を
他
力
と
 
由
 



「
淫
楽
お
ば
滅
度
と
い
ふ
、
先
馬
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
 、
常
楽
と
い
ふ
、
実
相
と
い
ふ
、
法
身
と
い
ふ
、
真
如
 と
い
ふ
、
一
如
と
い
 

ふ
 、
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
微
塵
世
界
 ほ
ろ
 ち
み
ち
 た
ま
 へ
り
、
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
 り
 、
こ
の
心
に
誓
願
を
 

信
楽
す
る
が
ゆ
へ
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
、
 仏
性
す
な
わ
ち
法
性
、
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
 法
 身
 は
い
ろ
も
な
し
、
 か
 

た
ち
も
ま
し
ま
さ
 ず
 。
し
か
れ
ば
こ
こ
ろ
も
お
よ
 は
 れ
 ず
 こ
と
は
も
た
へ
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
 わ
し
て
、
方
便
法
身
 と
 

ま
ふ
す
 御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
 た
ま
ひ
て
 、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
 た
ま
 ふ
 御
 か
た
ち
 お
 

ば
 、
世
親
菩
薩
は
尽
千
万
元
号
 光
 如
来
と
な
づ
け
た
て
 ま
つ
 り
た
ま
へ
り
。
こ
の
如
来
を
報
身
と
ま
 ふ
す
 、
誓
願
 の
 業
因
に
む
く
ひ
た
 ま
 

へ
る
の
へ
に
報
身
如
来
と
ま
 ふ
 す
な
り
。
 報
 と
ま
 ふ
す
 は
 た
ね
に
む
く
ひ
た
る
な
り
、
こ
の
報
身
よ
り
 応
 ・
此
等
 0
 元
 量
元
 数
の
身
を
あ
 

ら
は
し
て
、
微
塵
世
界
に
元
尋
の
智
慧
光
を
は
な
た
し
 め
た
ま
ふ
 め
 へ
に
尺
土
万
元
号
先
仏
と
ま
 ふ
す
 ひ
か
り
に
 て
 、
か
た
ち
も
ま
し
ま
 

さ
ず
、
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず
、
光
明
の
や
み
を
は
ら
 ひ
亜
 ぬ
 
業
に
さ
え
ら
れ
ず
、
こ
の
 の
 へ
に
元
 号
光
 と
ま
 ふ
 な
り
 。
牙
音
は
さ
わ
り
な
し
 

と
ま
 ふ
 す
 、
し
か
れ
ば
阿
弥
陀
仏
は
光
明
な
り
、
光
明
 は
 智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
（
 
し
 
6
 。
」
 

）
 

こ
の
 唯
信
 妙
文
意
の
文
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
救
済
成
立
に
あ
 た
っ
て
二
つ
の
形
而
上
的
世
界
す
な
わ
ち
淫
薬
 界
 た
る
 法
性
法
身
の
世
界
と
 

方
便
法
身
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
み
る
。
方
便
法
身
の
 世
界
は
法
蔵
の
発
願
と
そ
の
成
就
と
い
う
現
実
的
表
現
が
 と
ら
れ
て
い
る
が
、
 そ
 

れ
は
直
ち
に
こ
の
歴
史
的
現
実
界
で
は
な
い
。
現
実
界
 に
 対
し
て
は
形
而
上
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
 ほ
法
 性
 法
身
の
世
界
を
第
一
 

次
 形
而
上
的
世
界
、
方
便
法
身
の
世
界
を
第
二
次
影
面
 上
駒
世
界
と
よ
び
、
現
実
界
か
ら
区
別
し
て
お
き
た
い
と
 思
う
。
い
ま
他
力
は
こ
 

の
 第
二
次
形
而
上
的
世
界
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
を
中
心
に
 し
て
働
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
葦
 提
 希
や
提
婆
を
権
化
 の
 仁
 
と
み
た
が
、
（
 

7
 ）
こ
れ
 

ら
の
応
化
身
も
報
身
た
る
阿
弥
陀
仏
か
ら
出
て
い
る
と
 解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
阿
弥
陀
仏
は
本
質
的
に
 は
 無
骨
 光
 如
来
と
し
て
 

元
号
自
在
の
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ヨ
 %
 他
力
 -
 
者
 如
来
本
願
力
也
」
と
い
い
、
三
昧
に
在
っ
て
 種
 種

の
説
法
等
す
べ
て
 本
 

願
力
よ
り
起
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
第
二
次
影
面
 上
駒
世
界
は
第
一
次
形
而
上
的
世
界
に
基
礎
を
お
き
、
 そ
 こ
を
離
れ
ず
、
し
か
も
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十
方
 
-
 
坦
懐
ニ
信
心
永
倉
 

ニ
，
 

@
 ）
 

肛
 
叩
 か
な
ら
な
い
。
十
方
に
超
え
先
覚
し
て
聞
こ
え
ざ
る
 

ま
ず
名
号
は
三
ロ
（
こ
と
ば
）
の
性
格
を
も
っ
て
 

衆
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

仙
子
 峨
 し
て
い
る
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
名
号
は
能
 

生
 の
 因
で
あ
っ
て
、
光
明
が
な
け
れ
ば
所
生
の
縁
が
な
い
 

と
い
う
。
も
と
も
と
光
明
は
 

 
 

光
明
君
父
母
 斯
則
為
 二
科
 
縁
 -
 
。
内
外
因
縁
和
合
得
 

，
 
-
,
 
,
 
@
 
,
 
,
 

二
証
 
報
土
貢
 身
 -
 
。
 故
 宗
師
舌
口
 

-
 
@
 二
光
明
君
 
ロ
亨
摂
 
二
化
 

親
鸞
に
よ
れ
ば
方
便
法
身
は
ま
ず
光
明
と
名
号
と
し
て
 

働
き
か
け
く
る
。
 

「
 
良
 ，
 
虹
お
 ㍉
繊
手
慈
父
 
罷
 曲
私
。
薄
地
㍉
 

肛
町
 悲
母
 
-
 
所
生
 縁
乖
 。
能
所
因
縁
雄
三
司
ニ
和
合
 

-
 
升
三
信
心
葉
 

識
 -
 
元
三
到
，
光
明
上
 

-
 
。
 

で 

  
ど 
の 

よ 
  

に働 

き 
  
  
て 

  
る 
の 

で 
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め
て
い
る
も
の
は
無
音
 光
 如
来
の
光
明
で
あ
る
。
こ
の
 よ
う
に
し
て
第
二
次
形
而
上
的
存
在
の
無
与
党
如
来
は
上
 か
ら
、
す
な
む
ち
第
二
 

次
 形
而
上
的
世
界
か
ら
現
実
界
へ
と
直
線
的
に
名
号
と
 し
て
喚
び
か
け
働
く
と
同
時
に
下
の
現
実
界
に
あ
っ
て
は
 、
む
し
ろ
そ
の
底
辺
か
 

ら
 光
明
の
母
の
働
き
と
し
て
、
具
体
的
に
は
応
化
身
と
 し
て
現
実
的
に
働
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
を
取
り
ま
 く
 因
縁
は
熟
し
て
い
 

  

  

 
 

る
 。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
そ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
不
完
全
 

 
 

で
あ
る
と
い
う
。
「
能
所
因
縁
 
難
 」
 可
ニ
 和
合
 -
 非
三
 信
心
葉
 

 
 

識
 -
 
元
三
到
三
光
明
上
 
-
 
。
 

真
実
情
 業
 調
所
 期
為
二
 内
因
 -
 光
明
君
父
母
斬
刑
 為
二
 外
縁
 -
 内
外
因
縁
和
合
得
三
証
報
土
貢
 
身
 二
と
い
っ
て
い
る
。
 光
明
と
名
号
だ
け
で
は
 

外
縁
で
あ
っ
て
、
信
心
葉
 識
 が
な
け
れ
ば
光
明
上
に
到
 る
こ
と
が
で
き
な
い
、
む
し
ろ
信
心
葉
 識
 こ
そ
内
因
と
な
 
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
 

 
 

て
 、
「
内
外
因
縁
和
合
得
 
ニ
証
 報
土
貢
 身
ニ
 
と
い
う
の
で
 あ
る
。
他
力
往
生
の
精
髄
を
の
べ
た
も
の
と
い
う
べ
き
 と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
来
、
 

行
信
交
際
を
弁
じ
た
も
の
と
し
て
、
宗
学
に
お
い
て
は
 一
 一
つ
の
因
縁
が
重
ね
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
両
重
 
因
縁
と
か
党
与
因
縁
と
 

か
 よ
ば
れ
て
、
先
哲
に
論
義
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

し
か
し
そ
れ
ら
先
哲
の
論
議
し
た
問
題
は
紙
幅
の
都
合
 上
 割
愛
し
て
、
わ
た
く
し
が
問
題
と
し
た
い
の
は
信
心
の
 業
識
 と
は
何
か
と
い
 

（
 
り
 
3
 -
 

う
こ
と
で
あ
る
。
 
親
簗
 が
ま
ず
善
導
の
観
経
 疏
の
 
「
 既
 欲
 受
身
 以
 白
業
 識
為
 内
因
 以
 父
母
 粘
血
為
 外
縁
因
縁
和
敏
 有
 化
身
」
よ
り
そ
の
 語
 

  

（
 
2
 ）
 

じ
て
い
る
権
化
の
仁
で
あ
る
。
し
か
し
提
婆
や
葦
 提
希
 を
 権
化
の
仁
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
人
間
釈
迦
を
し
て
 教
主
釈
迦
如
来
た
ら
し
 

た
れ
た
 尽
 十
方
無
口
 可
光
 で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
応
化
 等
 無
量
無
数
の
身
を
も
あ
ら
れ
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 そ
 れ
は
応
化
身
と
し
て
 現
 

実
果
に
あ
っ
て
現
実
的
存
在
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
 と
 共
に
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
微
塵
世
界
に
無
音
 光
 と
し
て
 
輝
い
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
む
し
ろ
こ
の
光
明
が
現
実
的
存
在
者
を
し
て
応
化
 身
 た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
 働
 き
を
す
る
も
の
こ
そ
 報
 

身
の
背
後
に
あ
る
第
一
次
形
而
上
的
な
法
性
法
身
の
働
 き
で
あ
る
。
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
例
を
と
れ
ば
 、
釈
迦
は
応
身
と
し
て
 

成
仏
の
教
を
現
実
界
に
お
い
て
人
間
的
理
解
を
媒
介
 と
 し
て
説
く
、
提
婆
も
章
 提
 希
も
後
の
我
々
を
し
て
仏
道
へ
 向
 わ
し
め
る
役
割
を
演
 

(512) 

闇
を
照
破
す
る
も
の
と
し
て
智
慧
を
象
徴
し
て
い
る
。
 仏
 の
 光
明
は
智
慧
光
と
し
て
無
明
の
闇
を
破
す
る
も
の
で
 あ
り
、
報
身
 仏
 よ
り
 放
 
0
 

 
 



印
明
の
昏
 闇
 う
す
く
な
り
て
宿
善
の
た
ね
 

き
 ざ
す
と
き
 
、
ま
さ
し
く
報
土
に
む
 

ま
 る
べ
き
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
 

願
 因
の
名
号
を
き
く
な
り
。
③
 

加
 こ
れ
に
よ
り
て
光
明
の
縁
に
き
ざ
さ
れ
て
名
号
の
因
 

な
う
 と
い
ふ
な
り
。
」
（
 

5
-
 多
少
誤
解
を
ま
ね
く
語
句
や
表
現
 

は
あ
っ
て
も
、
こ
の
文
は
よ
 

 
 

他
く
 信
心
葉
 
識
 の
は
た
ら
き
、
 

富
善
 の
た
ね
 
き
 ざ
す
 趣
 き
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
を
も
し
親
鸞
自
身
に
 

求
め
る
な
ら
 
ぱ
 、
前
掲
の
唯
 7
 

を
 承
け
つ
い
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
単
に
父
母
 の
精
血
 に
よ
っ
て
私
と
い
う
独
立
し
た
 個
 酌
人
格
が
生
み
 出
さ
れ
る
の
で
ほ
な
く
 

し
て
、
何
と
し
て
の
私
が
造
り
出
さ
れ
る
こ
と
の
た
め
 に
は
父
母
の
精
 血
 は
む
し
ろ
外
線
で
あ
っ
て
 、
 自
の
業
 識
 が
 内
因
で
あ
る
と
い
う
 

の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
主
体
的
な
理
解
で
あ
る
。
白
の
業
 識
 と
い
わ
れ
た
も
の
は
単
な
る
客
観
的
生
物
学
的
概
念
 で
は
な
く
し
て
、
む
し
 

ろ
 主
体
的
理
解
に
よ
る
形
而
上
的
な
概
念
と
い
う
こ
と
 が
で
き
る
。
他
力
往
生
の
構
造
を
の
べ
る
の
に
親
鸞
は
こ
 れ
を
借
り
て
き
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
他
力
往
生
を
客
観
的
に
み
れ
ば
、
父
母
に
よ
 っ
て
子
が
生
れ
る
と
い
う
如
く
、
光
明
・
名
号
で
十
分
 な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
 

し
そ
れ
で
は
私
と
い
う
独
立
し
た
 個
 酌
人
格
の
創
生
は
理
 解
 で
き
な
い
。
そ
れ
は
主
体
的
理
解
に
ま
た
ね
ば
な
ら
 な
い
。
善
導
の
自
の
業
 

識
 、
親
鸞
の
信
心
葉
 識
 は
こ
の
よ
う
な
理
解
の
と
こ
ろ
 に
担
 え
ら
れ
た
内
因
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
 信
 心
 葉
識
 を
こ
の
よ
う
に
 

性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

次
に
そ
の
内
因
た
る
信
心
葉
 識
 と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
 る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
執
持
 妙
は
 「
光
明
の
は
は
名
号
の
 ち
 ち
と
い
ふ
こ
と
 

も
 、
報
土
に
ま
さ
し
く
 む
ま
 る
べ
き
信
心
の
た
ね
な
く
 ば
あ
る
べ
か
ら
ず
」
（
 

4
 ）
と
い
い
、
信
心
葉
 識
を
 
「
信
心
の
た
 ね
」
と
解
し
て
お
り
、
 

更
に
次
に
引
用
す
る
如
く
宿
善
の
た
ね
と
も
い
っ
て
 い
 る
 。
た
し
か
に
信
心
葉
識
は
信
心
の
た
ね
、
宿
善
の
た
ね
 と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
 

り
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
「
た
ね
」
は
決
し
て
 画
然
と
し
た
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
を
 繁
 を
い
と
れ
ず
引
い
て
 

み
よ
う
。
「
光
明
名
号
の
因
縁
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
 弥
 陀
 如
来
四
十
八
願
の
な
か
に
第
十
二
の
願
は
わ
が
ひ
か
り
 き
は
低
か
ら
ん
と
ち
 か
 

ひ
た
 ま
 へ
り
。
こ
れ
 す
な
 は
ち
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
の
た
 ぬ
 な
り
。
か
の
 願
 す
で
に
成
熟
し
て
あ
ま
ね
く
 無
擬
の
 ひ
か
り
を
も
て
十
方
 微
 

塵
世
界
を
て
ら
し
た
ま
 ひ
て
 、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
を
長
 時
に
て
ら
し
ま
し
ま
す
。
さ
れ
ば
こ
の
ひ
か
り
の
縁
に
あ
 ふ
 衆
生
、
 や
 う
や
く
 無
 



が
 め
 へ
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
、
仏
性
 す
 な
わ
ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
」
と
あ
る
 
。
執
持
妙
に
信
心
の
た
 

ね
、
宿
善
の
た
ね
と
い
わ
れ
た
も
の
、
教
行
信
証
の
信
 心
 葉
識
は
 確
信
妙
文
意
で
は
一
切
群
生
海
の
心
に
あ
た
る
 で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
 

い
て
他
力
信
心
は
深
い
二
層
の
形
而
上
的
重
層
を
土
台
と
 し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 理
解
を
明
瞭
な
ら
し
め
 

る
た
め
と
紙
幅
の
都
合
上
、
 煩
填
 な
引
用
や
論
証
、
先
哲
 の
 論
議
に
対
す
る
批
判
は
他
日
に
ゆ
ず
り
、
率
直
に
 郡
 見
る
の
 べ
 て
ゆ
き
た
い
。
 

上
に
の
べ
た
よ
う
に
信
心
 葉
識
 と
い
わ
れ
る
も
の
を
 唯
 信
 妙
文
意
に
も
と
 が
 れ
ば
、
一
切
群
生
海
の
心
に
あ
た
る
 と
い
う
こ
と
は
一
応
 

認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
一
切
群
生
海
の
心
は
現
実
界
の
 も
の
で
あ
る
。
信
心
 葉
識
 も
そ
れ
が
信
心
と
い
わ
れ
る
か
 ぎ
り
現
実
界
の
も
の
で
 

あ
る
。
た
と
え
 業
識
 と
か
た
ね
と
か
い
っ
て
も
、
現
実
 界
か
ら
み
る
が
故
に
業
 識
 と
表
現
し
、
た
ね
と
し
か
い
え
 な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
 

-
6
 
）
 

ろ
で
 唯
信
 妙
文
意
は
、
一
切
群
生
海
の
心
は
真
如
た
る
 如
 来
、
法
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
性
 が
 一
切
群
生
海
の
心
で
 

あ
る
と
い
う
こ
と
は
法
性
が
積
悪
汚
染
の
心
と
い
う
こ
と
 で
あ
っ
て
、
絶
対
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
は
 浄
即
機
 、
 悟
郎
 迷
 、
無
 即
育
 と
い
 

う
こ
と
で
あ
る
。
一
切
群
生
海
の
心
に
誓
願
を
信
楽
 す
 る
が
ゆ
へ
に
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
、
と
い
う
こ
 と
を
党
与
因
縁
に
あ
て
 

は
め
れ
ば
、
如
来
で
あ
る
一
切
群
生
海
の
心
に
名
号
と
 光
明
が
働
く
の
で
あ
る
。
信
心
葉
識
は
法
性
で
あ
る
一
切
 群
生
海
の
心
で
あ
る
 

が
 、
法
性
で
あ
る
一
切
群
生
海
の
心
と
い
う
矛
盾
的
 表
 現
は
第
一
次
形
而
上
的
世
界
の
事
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 「
こ
の
如
来
微
塵
世
界
 

ほ
ろ
 ち
み
ち
た
ま
へ
り
、
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
 な
 り
 」
と
い
う
矛
盾
の
事
態
は
第
一
次
形
而
上
的
世
界
の
 事
態
で
あ
っ
て
、
第
二
 

次
 形
而
上
的
世
界
の
事
態
で
は
な
い
、
従
来
こ
の
点
が
 明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
十
分
注
意
し
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 

し
て
次
に
方
便
法
身
の
働
き
、
す
な
わ
ち
初
め
に
光
明
 名
号
の
働
き
は
こ
の
第
一
次
形
而
上
的
世
界
を
根
 梱
 と
し
 て
 、
第
二
次
形
而
上
的
 

世
界
に
お
い
て
活
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
消
息
 を
 詳
細
に
解
説
し
て
い
る
の
が
教
行
信
証
の
元
号
因
縁
で
 あ
る
。
 

ま
ず
第
一
次
形
而
上
的
世
界
に
あ
っ
て
法
性
法
身
は
二
 つ
の
働
き
を
し
て
い
る
。
一
つ
は
天
上
的
に
上
か
ら
下
へ
 伺
 っ
て
方
便
法
身
 と
 

(514) 

信
 妙
文
意
で
あ
る
。
「
こ
の
如
来
微
塵
世
界
に
み
 ち
み
 ち
た
ま
 へ
り
、
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
、
こ
の
 応
に
誓
願
を
信
楽
す
る
 
2
 

 
 



が
 
光
明
名
号
の
働
き
が
具
体
化
す
る
と
き
舞
台
は
現
 

実
果
に
移
る
。
十
方
に
響
流
し
た
名
号
を
受
け
と
め
る
 

 
 

他
 で
あ
る
。
こ
こ
に
名
号
は
称
名
念
仏
と
し
て
具
体
化
 

し
 、
現
実
界
に
お
い
て
救
済
の
働
き
は
実
を
結
ぶ
の
で
 

あ
る
、
い
わ
ゆ
る
楽
事
成
井
 

7
 

(515) 

ついて 

四 

る 上 き 誠 敬 し 

谷 @ ・ 、 T ? ,- 、 T 註 
が 的 名 こ 塵 て 

） ） ） ） ） ） 、 社 号 そ 世 衆 
働 界 を 一 界 生 

と 蔵 問唯 同党善 国教 き @c 領 切 に @c 
思 、 館題借 上知尊上荷 信 の お 受 辞 み 働 

ぅ刊点抄 。 で丈司 （ 執観 総記 俺 
上 け す 生 ち き 

所あ 意 上持経 序 
か る る 海 み か 

取 る の 八秒 疏 （ 行 ら 方 こ の ち け 
「と こ 一 （ 序 回春 別 便 と 心 た る 

け 法 が だ ま   
て 身 で か へ 一 （同上 ども共に真 @ ヨ のとこ 一頁） 蓮如喜 分 義 上二六 者 の き ら り 方 
え 光 る で 、 は 二九一 ロ色 ｜ 示仏性 ろは現 写本） 三頁） 

る 明 の め す 地 

頁 
べ の で る な 下 

弁論下 家   き 働 あ 。 わ 的 
で き る そ ち に 
あ と 。 れ 一 十 
る る そ な 切 立   ラ ー れ れ 群 微 
と 旧 故 は 生 塵 
居、 区 に こ 海 世 
う 別 光 そ の 界   。 し 開 方 心 に 

て は 便 な み 暗 l で にに 外 八一 整 算 法 り ち 

和 三栗 一 理 一 身 」 み 

し 次 の と ち 十 五教 十本 か 一頁） て 形 無 い て 
み 而 尋 ぅ 一 

あり、 年前か年） 気 
る 上 光 こ 切 

に ら 重 
心 的 が の 群 

か （ 要 
げ拙 な   
て 著 ， 点 あ に 微 量 の 
い 「 て ろ お 庫 裡 心 
た 真表 
開示 現 

う け 世 さ と 

題 の が 
。 る 弄 れ し 

だ哲 異 
勿 法 な れ て 

け学 な 論 桂 姫 は 有 
に 的 っ あ 浅 し な る 

稿理 て く 身 、 も の 
を 解 い ま の 宿 な で 
改 」 る で 光 善 い あ 
め 昭   一 明 の 
て 和 こ 

る 
論 四 の 

つ と た そ   

し 十 点 
の 策 ね れ 「 

て 六 は 
九 二 き は こ 

明 次 ざ 信 の 

み年拙 た 論 で 形 す 心 如 
い 法 の あ 而 と 葉 菜 



で
あ
る
こ
と
を
二
小
し
、
そ
の
働
き
が
慈
悲
海
か
ら
出
て
お
 

り
 、
弥
陀
の
誓
願
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
 。
し
か
し
そ
の
 眼
抵
に
 

 
 

は
 如
来
の
智
慧
海
が
あ
り
、
更
に
そ
の
全
般
的
な
根
源
 が
 真
如
法
性
の
法
門
海
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
 名
 弓
は
舌
ロ
と
し
て
語
り
か
 

け
 、
称
名
は
応
答
と
し
て
現
実
界
に
働
く
、
そ
の
趣
き
 を
 親
鸞
は
六
字
釈
に
お
い
て
の
べ
て
い
る
。
親
鸞
は
善
導
 の
 
「
 言
 南
無
者
却
走
 帰
 

 
 

-
2
 
）
 

命
 小
景
発
願
回
向
立
義
」
を
釈
し
て
「
帰
命
者
本
願
 招
 喚
 之
助
命
 也
 。
青
二
発
願
回
向
 -
 
者
 如
来
 已
 発
願
 回
ニ
施
衆
 
里
付
一
之
、
心
」
と
い
い
、
 

南
無
は
仏
の
喚
び
か
け
の
命
に
帰
順
す
る
こ
と
で
あ
る
 が
 、
こ
の
帰
命
す
る
こ
と
は
も
と
も
と
仏
の
木
瀬
、
す
な
 わ
ち
衆
生
救
済
遂
行
の
 

た
め
に
仏
の
命
に
従
え
と
招
喚
し
て
い
る
仏
の
行
動
に
ほ
 か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
私
の
帰
命
の
行
動
は
仏
の
 招
喚
の
行
動
の
具
体
化
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
念
仏
と
い
う
事
態
は
仏
の
 招
喚
の
行
 即
 私
の
帰
命
の
行
、
私
の
帰
命
の
行
印
仏
の
 招
 喚
の
行
で
あ
る
。
こ
の
 

事
態
は
も
と
も
と
仏
が
救
済
を
発
願
 し
 、
そ
の
可
能
の
 道
を
衆
生
に
回
向
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

「
 言
 阿
弥
陀
仏
 

 
 

（
 
3
0
 
）
 

者
 却
走
具
行
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
更
に
解
釈
さ
れ
 て
 
「
 舌
 早
却
走
真
打
 -
 
者
即
 選
択
本
願
 是
也
 」
と
い
わ
れ
る
 。
仏
は
単
な
る
対
象
的
 

存
在
で
は
な
く
し
て
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 そ
れ
が
選
択
本
願
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
 た
 名
号
に
ほ
か
な
ら
な
 

い
 、
そ
し
て
名
号
の
現
実
に
お
け
る
す
が
た
が
称
名
念
仏
 で
あ
る
。
執
持
 砂
 が
「
本
願
や
名
号
名
号
や
本
願
 
本
願
や
行
者
行
者
や
 

（
 
4
-
 

本
願
Ⅰ
と
い
っ
て
い
る
そ
の
根
本
は
こ
こ
に
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
か
く
し
て
称
名
念
仏
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
 て
が
回
向
で
あ
り
、
 
す
 

べ
て
が
他
力
で
あ
る
。
他
力
回
向
と
熟
語
さ
れ
る
よ
う
に
 、
他
力
は
回
向
に
お
い
て
実
現
し
、
回
向
は
他
力
に
お
 い
て
可
能
で
あ
る
。
 
念
 

仏
は
他
力
回
向
の
燃
焼
の
頂
点
と
い
え
よ
 う
 。
そ
れ
は
 第
二
次
形
而
上
的
世
界
が
現
実
界
へ
切
り
こ
ん
だ
接
点
に
 お
い
て
 全
 現
す
る
事
態
 

で
あ
る
。
こ
の
間
の
消
息
を
し
 ぱ
 ら
く
分
析
し
て
み
よ
 ，
 
つ
 。
 

セ
ル
 力
 

 
 

親
鸞
は
慶
文
法
師
の
文
を
引
い
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
 良
臣
下
仏
名
 従
二
 貞
応
身
 -
 両
 建
立
 
故
 、
従
 二
 慈
悲
混
 -
 面
 建
立
敵
、
従
 ニ 誓
願
 

セ
ル
 
カ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

海
 -
 両
 建
立
 
故
 、
従
 -
@
 

慧
 海
 -
 両
建
立
敵
、
従
工
法
門
 海
 一
面
建
立
、
故
、
若
阻
害
 
称
二
 

一
仏
名
号
 -
 別
足
 具
称
 ニ
話
 仏
名
号
 -
 功
徳
無
量
 能
 

臣
ソ
 

セ
ム
 プ
ヤ
 t
 （
 
l
 
，
 ）
 

滅
 ：
 罪
郭
 -
 龍
生
 ニ
 浄
土
 -
 何
心
 生
 二
錠
 -
 平
」
仏
の
名
は
真
 応
身
す
な
わ
ち
報
身
で
あ
る
と
し
て
名
号
の
働
く
世
界
が
 第
二
次
形
而
上
的
世
界
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註
 

（
 
1
 ）
教
行
信
証
石
巻
（
同
上
二
八
 
セ
頁
 ）
 

（
 
2
 ）
同
上
信
 巻
 
（
同
上
二
八
二
頁
）
こ
れ
に
つ
い
て
の
 詳
細
な
る
解
明
は
拙
著
「
浄
土
 ｜
 存
在
と
意
義
 ｜
 」
法
蔵
館
刊
 参
照
。
 

（
 
3
 ）
同
上
 

（
 
4
 ）
覚
如
執
持
 紗
 
（
同
上
八
一
二
頁
）
 

 
 

つ
 

 
 

 
 カ

 
他
 

 
 

で
あ
る
。
か
く
称
名
に
お
い
て
は
私
の
行
印
仏
の
行
で
 あ
り
、
現
実
に
お
い
て
救
い
の
 全
 現
し
た
頂
点
で
あ
る
が
 故
に
「
 称
 こ
念
 礼
観
阿
 

ノ
 
@
 
ブ
 （
 
5
 ）
 

弥
陀
仏
 -
 
現
世
官
二
河
功
徳
利
益
 ニ
 と
い
う
間
に
対
し
て
 「
若
林
 呂
 阿
弥
陀
仏
二
諦
 購
能
除
 ，
 
嵐
 八
十
億
劫
生
死
 重
罪
 ニ
 と
い
わ
れ
る
の
 

ス
ル
 
Ⅰ
 
f
 

で
あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
 い
ま
 親
鸞
に
お
け
る
他
力
の
構
造
を
み
て
 き
た
の
で
あ
る
が
、
原
理
的
に
は
他
力
救
済
は
「
 自
 娯
楽
 」
と
い
わ
れ
る
如
く
 

ま
こ
と
に
そ
 の
 働
き
は
「
 度
 短
所
 

」
（
 

度
 
6
 ）
で
あ
り
、
自
然
で
あ
る
。
 

い
く
度
か
ふ
れ
た
よ
 う
 に
親
鸞
は
そ
の
他
力
 釈
 を
元
 昭
の
 観
経
 疏
の
 「
彼
此
 錐
 異
臭
非
方
便
 令
悟
 目
方
」
の
語
を
 も
っ
て
結
ん
で
い
 

る
 。
こ
れ
は
 元
 照
の
句
で
あ
る
が
、
 元
 照
の
文
の
意
味
 す
る
と
こ
ろ
は
、
自
に
し
ろ
他
力
に
し
ろ
 畢
寛
 自
性
木
具
 の
 仏
性
を
悟
ら
し
め
 ん
 

と
す
る
方
便
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
親
鸞
に
 お
い
て
 令
 陪
官
 心
 が
何
を
意
味
し
て
い
た
か
、
 元
照
 の
ま
 ま
の
 意
か
 、
そ
れ
と
も
 

特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
、
そ
の
詮
索
は
他
の
機
 会
 に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
こ
で
は
方
便
と
し
て
の
 他
力
の
構
造
と
そ
の
 働
 

き
る
の
べ
て
貧
し
い
論
稿
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。
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イ
ン
ド
の
思
想
体
系
の
多
く
は
人
間
の
最
高
目
的
を
昇
 天
 と
か
 ョ
 。
 
末
留
 （
解
脱
 
/
 救
済
）
に
置
き
、
そ
の
の
 倒
隼
 
ぎ
昆
 
（
達
成
手
段
）
 

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
努
力
を
説
い
て
い
る
。
 例
 ・
 
え
ぱ
木
 キ
 ヨ
リ
ヨ
 
Ⅱ
 
ョ
鱗
 
七
組
は
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
に
規
定
さ
 れ
た
祭
事
の
実
行
を
 、
 

巾
 畔
ヰ
 
が
 
寸
ぢ
）
 
い
 
せ
 0
 幅
が
肉
刑
に
は
じ
ま
り
禅
定
・
手
 

ャ
 

三
昧
に
至
る
八
段
階
の
実
 修
を
、
の
卸
 
七
ガ
 
す
せ
ゅ
 
や
レ
 宙
づ
 
斡
 ）
 
ヰ
が
セ
 

の
 
隼
卸
コ
 
田
の
は
 聖
 山
犬
 

の
 学
習
と
真
如
獲
得
の
為
の
精
神
的
努
力
を
、
 弔
斡
臣
 
c
a
 
（
 
囲
 （
 
r
a
 

は
各
種
の
タ
ン
ト
ラ
的
礼
拝
儀
式
を
、
ロ
ゴ
目
的
 

a
v
a
 

蕾
は
最
高
神
に
対
す
る
 

離
爽
 儲を
強
調
す
る
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
，
 
め
 諸
派
の
何
れ
に
お
い
て
も
、
宗
教
的
努
力
は
人
間
の
最
 高
目
的
の
達
成
を
促
進
す
る
 

如
 
機
能
を
も
っ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

も
の
が
イ
ン
ド
の
宗
教
史
上
は
じ
め
て
問
題
に
さ
れ
る
の
 は
 ）
 ゆ
 乱
せ
 
ひ
あ
 
弔
が
せ
が
の
一
派
 

 
 

約
年
 す
き
こ
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
こ
と
を
全
面
的
に
否
 誌
 し
、
 口
 （
口
ロ
 

a
t
 
（
 
い
 と市
 
す
は
 れ
 

 
 
 
 

（
 
2
 ）
 

㍼
 
る
 特
殊
な
毛
目
 曲
 （
Ⅱ
 
絡
 ロ
ゴ
 
餌
 巴
を
説
く
。
 
こ
 の
円
の
臣
 
岨
 の
ざ
田
の
 で
 ハ
 
%
 づ
 ㏄
二
 
%
 （
 
円
 １
 
%
 Ⅰ
 
い
 
で
㏄
 
ま
 ～
と
略
記
 し
 は
 、
ア
ー
リ
ヤ
ン
の
伝
統
に
 

 
 

根
差
し
た
各
種
の
宗
教
的
・
社
会
的
義
務
の
遵
守
を
要
 来
 し
な
い
の
で
、
従
来
は
こ
の
思
想
を
の
（
～
 
4
 日
の
中
の
せ
が
 

形
成
の
一
翼
を
担
っ
た
 

77 (519) 

ト " 円 

円
 の
り
㎎
生
生
の
せ
 
巨
 Ⅰ
 笘
 （
（
Ⅰ
 

永
宝
 
雄
 

徳
 

巾
 Ⅱ
簿
で
㏄
 

叶
由
 
思
想
の
歴
史
的
展
開
 



鰍
日
 ぎ
三
り
の
思
想
を
比
較
的
正
当
に
継
承
す
る
せ
 a
 宙
 ㏄
 
幅
 ㏄
団
円
に
よ
れ
ば
、
救
済
は
最
終
的
に
は
神
の
恩
寵
に
 

よ
っ
て
成
就
す
る
 

が
 、
た
だ
、
神
の
恩
寵
を
得
る
た
め
に
は
、
人
間
の
側
 か
ら
の
努
力
と
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。
神
の
慈
悲
を
 喚
起
す
る
人
為
の
中
で
 

最
も
重
要
な
も
の
は
、
神
に
対
す
る
ヴ
す
 曲
村
 
（
 
ぃ
 （
誠
信
）
 と
い
う
形
態
の
精
神
活
動
で
あ
る
。
 

ヴ
プ
 
a
k
t
 
ゃ
 と
は
、
 神
 を
 敬
愛
し
、
神
に
献
身
 

し
 、
 神
姿
 が
ま
の
あ
た
り
に
現
前
す
る
域
に
達
す
る
ま
 で
 心
を
専
ら
に
し
て
神
を
観
想
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
 持
 っ
 人
の
み
が
神
の
選
び
 

に
 早
か
り
得
る
。
し
か
し
神
を
慰
和
し
神
か
ら
恩
寵
を
得
 る
た
め
に
は
、
す
ゴ
の
 ォ
 立
な
る
精
神
活
動
の
み
で
は
 充
 公
 で
は
な
い
 0
 
 
ヴ
ォ
 
如
才
 
巨
 

は
 
一
定
の
身
体
的
活
動
と
し
て
そ
れ
自
体
を
外
化
さ
せ
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
時
・
臨
時
に
施
行
す
る
祭
儀
 

 
 

帝
ミ
ョ
ギ
 ）
を
は
じ
め
、
種
姓
・
佳
期
に
応
じ
て
規
定
さ
 れ
て
い
る
種
々
の
行
為
（
 ガ
ミ
 5
 銭
）
が
、
主
要
素
と
し
 て
の
す
甘
の
 ガ
 曲
に
対
す
 

る
副
 要
素
と
し
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

せ
 %
 ひ
ぬ
日
住
の
の
注
す
の
 目
 観
に
見
ら
れ
る
人
為
的
要
 素
 は
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 

荘
こ
笘
 （
と
そ
れ
 
に
 伴
 う
 身
体
行
為
を
 

本
行
為
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
さ
ら
 に
 別
の
人
為
即
ち
牙
銭
 ヨ
 ㏄
 
ゼ
 。
 
的
 ㏄
と
古
村
 コ
の
せ
 
。
 
ぬ
ゅ
 が
 、
 準
備
行
為
と
し
て
必
要
 

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 
村
 キ
ヨ
ど
こ
 幅
い
 と
は
、
神
へ
の
 礼
 拝
 
・
苦
行
・
・
供
犠
そ
の
他
の
行
為
を
 、
 
果
 に
対
す
る
顧
慮
を
離
 

れ
て
遂
行
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
個
我
の
不
浄
を
除
去
 し
て
 
古
ぎ
 ど
ら
㏄
の
を
生
じ
、
そ
れ
を
通
し
て
、
或
い
は
 

直
接
に
 
ヴ
ォ
簿
蚕
 
～
を
 生
 

  

-
3
 
）
 

円
 ㏄
 ヨ
 臣
下
丁
目
に
連
な
る
 非
 ア
ー
リ
ヤ
ン
の
伝
統
に
帰
 す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
似
た
田
 心想
は
円
の
 ヨ
 ご
と
接
触
 

す
る
以
前
の
 ア
 ー
 リ
 ヤ
 ン
 の
文
献
中
に
も
認
め
ら
れ
、
 

こ
 の
 思
想
を
ア
ー
リ
ヤ
ン
の
宗
教
的
伝
統
か
ら
 切
 離
し
て
 
、
全
面
的
に
ゴ
ョ
 ご
 に
 

由
来
さ
せ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 円
 l
 月
も
む
 （
（
円
に
見
ら
れ
る
 反
 ア
ー
 リ
 ヤ
ニ
ズ
ム
は
、
ア
ー
リ
ヤ
ン
 の
 精
神
史
に
古
く
か
ら
 

内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 こ
 の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
本
稿
は
円
 l
%
 ゼ
う
 （
（
～
の
 源
流
を
下
ぎ
 ば
岡
 （
（
 
p
 。
 

総
旧
日
荻
を
介
し
て
そ
れ
に
先
行
す
る
 
ア
 ー
 リ
 ヤ
 ン
 の
 精
神
史
の
中
に
見
出
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
 そ
 れ
に
先
立
ち
、
先
ず
 

ョ
 墨で
 曲
 （
（
田
の
本
質
と
構
造
を
そ
 と
 ㏄
 ぬ
 日
日
の
約
 宙
 宙
の
コ
 
a
 観
 と
の
対
比
を
通
じ
て
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
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こ
れ
に
対
し
 ド
 の
 握
 団
円
は
、
宗
教
的
人
為
に
救
済
を
 

達
成
す
る
上
で
の
有
効
性
を
全
く
認
め
な
い
。
神
の
音
 

ギ
心
 
は
 、
人
間
の
側
の
努
 

力
 と
は
無
関
係
に
、
自
発
的
に
働
く
。
も
し
神
が
恩
寵
 

を
 垂
れ
る
に
あ
た
っ
て
他
者
に
依
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
 

神
は
限
定
さ
れ
た
も
の
 

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
に
日
の
 

コ
 %
 臼
住
は
、
 自
ら
の
行
為
に
救
済
促
進
の
機
能
を
与
え
 

よ
う
と
す
る
意
図
を
完
 

全
 に
放
棄
し
て
、
ひ
た
す
ら
神
に
帰
依
す
る
こ
と
を
 

説
 き
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
態
度
を
屯
 

r
a
 
ち
 a
 
（
 
ヰ
と
 呼
ん
で
 い
る
。
こ
れ
は
救
済
に
 

早
 か
 ろ
 為
の
手
段
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
を
、
せ
曲
Ⅰ
㏄
 

幅
注
住
め
ヴ
プ
 
㏄
 
叶
 （
 
田
 （
 
l
 
せ
 0
 幅
が
）
と
同
じ
意
味
で
目
 

ち
 目
 せ
 
曲
 （
方
便
 
/
 手
段
）
 と
呼
 

ぶ
 者
は
頂
き
ゅ
（
（
（
の
本
質
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

円
 の
コ
ぬ
 

日
住
は
 、
ヴ
巨
 
江
山
（
 
咄
 0
 ぬ
ゅ
 
）
に
よ
っ
て
神
を
慰
 
和
 し
 、
そ
の
結
果
神
の
恩
 

寵
に
浴
 そ
う
と
す
る
 蕾
 品田
住
の
見
解
に
潜
む
 人
 間
の
側
の
計
算
、
或
い
は
神
と
の
取
引
き
の
意
図
を
厳
し
 

く
 批
判
し
て
い
る
。
 
自
 

開
 

展
分
 が
救
済
さ
れ
る
か
否
か
は
 
傭
 え
に
神
の
音
生
心
に
か
 

か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
 

笘
 き
ゅ
（
 
目
 
@
 は
 、
意
図
を
伴
っ
 
た
 従
来
の
毛
村
田
 
p
 を
先
ず
 

 
 

選
び
と
る
二
つ
の
行
為
よ
り
成
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
と
よ
ば
れ
る
）
の
 

て
 

a
r
 
セ
ゅ
 
Ⅰ
 プ
 a
r
 
ヨ
ぎ
 で
の
（
 

円
 
（
Ⅱ
㏄
 

モ
ド
 ヨ
ゆ
 
ヨ
 0
 
に
あ
ら
た
 

柑
が
 

巳
臣
 
い
の
Ⅱ
 

り
 す
も
の
 

曲
 
や
り
右
目
 

三
こ
 
ぺ
 
L
 
し
て
、
 
Ⅱ
が
 

茉
ツ
  

 
 
 

偲
 
（
す
べ
て
の
 
宰
臣
ョ
 の
を
棄
て
て
、
主
人
に
 庇
 護
を
求
め
よ
）
を
自
派
の
屯
（
麓
で
 

p
d
 
（
 
片
 思
想
の
重
要
な
曲
 
一
挺
と
見
 
徴
 し
て
い
る
。
 

(
5
2
 

 
 

 
 

徴
 を
も
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
聖
典
に
規
定
さ
れ
た
 

宗
 教
的
 ・
社
会
的
義
務
の
遂
行
、
 

 
 

 
 

す
 な
む
ち
 討
 ㏄
～
 
日
ひ
 
口
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
円
の
口
 

幅
 ㏄
 
）
㌔
は
、
 
財
 福
を
意
図
す
る
祭
祀
・
苦
行
等
は
い
う
ま
で
 

も
な
く
、
 せ
が
 
Ⅰ
の
穐
田
田
 
7
 

じ
さ
せ
る
。
ま
た
 
古
卸
コ
か
 
ぜ
 
0
 幅
 ㏄
と
は
、
 ぎ
 （
 
ヨ
い
せ
 
0
 ぬ
 ㏄
 に
よ
っ
て
内
官
の
汚
れ
を
払
拭
し
た
者
が
、
物
質
原
理
 （
 
ち
 r
a
 
オ
ハ
 
（
円
）
と
離
れ
た
 

自
ら
の
瞠
ヨ
目
を
 、
 神
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
 認
 田
國
 
す
る
こ
と
で
あ
る
（
㌔
・
 
ま
 Ⅰ
 と
 ロ
下
 

a
r
 

日
き
舌
蕾
古
ぎ
 ㏄
 
。
 ト
 
㏄
 ，
 Ⅰ
の
）
。
 

宗
教
的
人
為
に
関
す
る
せ
 曲
巨
が
幅
巴
 

巴
の
見
解
を
ま
と
め
 る
と
、
Ⅲ
宗
教
的
人
為
は
救
済
達
成
に
関
し
有
効
 で
あ
る
。
㈲
宗
教
的
 

人
為
は
 ヴ
耳
 （
 
ぃ
 （
 
@
 。
 圏
 ）
を
本
行
為
主
要
素
と
し
、
 ㈲
 ガ
 a
 （
 
日
 ㏄
 
口
 を
本
行
為
 副
 要
素
と
す
る
。
㈹
本
行
為
は
 準
備
行
為
（
瞠
ヨ
 の
 
。
）
 

（
 
Ⅰ
）
 

5
 

ゼ
嘩
を
 必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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Ⅰ ひ 
村   
ハコ     
  
コ仲   
  

の 

成立 二 
  
他 寸 

ⅠⅠ 夕 コ の セ   [ 
㌧ お 
き 。 け 
り る 曲づ 

が 鰭 づ ・ 窪 

Ⅱ い ゆ つ ⑯ 

  
と 

同 
様 
<c 

現 
在 
  
と 
  
ろ 
ま 
ア， @ 
確 
定 
さ 

れ 
る 

を亡 

至 
  

た 典 と ヲ 行 
に意円                     

    

一 田 l j 

  
  

  

  

義 
不敬 

  
努 
  
カ 
    

煮 に 調 う を 

る 。 ると錬は   

円｜ 

は準 (2) のは な スリ 必 を す し よ @ Ⅰ   
、 重 要 。 備 晴 哉 だ は れ 

が
 神
を
態
和
す
る
為
に
必
要
と
す
る
ま
号
目
注
目
（
（
（
 
ぃ
ガ
簿
 ガ
銭
日
当
に
も
宗
教
的
価
値
を
認
め
な
い
。
人
間
の
行
 為
 が
必
ず
神
を
慰
和
し
、
 

 
  

 



Prapa 田 思想の歴史的展開 

待 と と 基 こ   
    
で と は 目 か に 

  
ガゅ   

て 「 妥が 
造 と ヨ 
母 は 鼠   

中の コ 主張 

  
れて なう と壬 

  

    
  る O  ③ 

  
（ど「 宙すい ハ日ゅの 曲 Ⅱ め ゆり （）） 

棄 のを o ガ   て 前 
る 引 
」 り 

ので申せが う者をている こ @C 

81  (523) 

Ⅰ
円
は
け
で
 囲
 ぜ
い
と
し
て
 
オ
 a
r
 
日
銭
，
約
七
片
 は
せ
 p
,
 せ
 0
 ぬ
 
 
 

で
あ
る
の
 ギ
 哀
ミ
 母
を
 次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
  
 

ア
ミ
 づ
 a
t
 

ぜ
目
 

圏
 と
よ
ば
れ
る
第
四
の
ニ
 %
 悶
 に
っ
 
い
 て
 私
か
ら
聞
け
。
 

い
る
者
は
、
高
次
・
 
低
 次
の
分
 支
 を
も
つ
全
て
の
ま
 
田
 Ⅱ
 
ヨ
 の
を
棄
て
て
、
 

の
 四
種
を
挙
げ
る
（
 し
 ・
 お
 1
 名
）
。
そ
し
て
第
四
の
毛
 劉
 Ⅱ
の
 

Ⅱ
 の
 

そ
の
 
ワ
 も
 母
 う
を
行
な
 う
 u
 際
 、
輪
廻
の
火
に
焼
か
れ
 て
 

た
だ
私
一
人
に
帰
依
せ
よ
。
」
（
）
 0
.
 
ト
め
，
 

下
の
）
 

（
 
7
 ）
 

が
 未
だ
忌
日
当
文
化
の
強
い
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
 
頃
 0
 
目
 っ
目
 せ
 ド
 観
を
表
わ
し
て
い
る
可
能
性
 亜
員
い
 。
 

て
い
な
い
。
た
だ
円
目
 圏
巨
が
 月
目
 で
 と
し
て
の
 
ヴ
ゴ
 
の
 蚕
円
 （
 由
 。
的
付
）
の
 
教
 説
を
前
提
 し
 、
そ
れ
と
対
立
的
 に
づ
 （
 
ゅ
 ㌧
が
（
（
 

ぃ
 思
想
を
 

展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
 

亡
円
 は
の
 a
r
4
 

の
（
 
ゼ
甜
ド
 （
 ま
た
は
ミ
ふ
 紐
 ，
総
名
 コ
ゼ
卸
総
 
，
 穏
 め
で
の
（
（
 

山
 
）
の
思
想
 を
 
説
く
に
当
っ
て
 、
 

す
ゴ
 
リ
ォ
ヱ
 （
 
@
 

暖
 ）に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
 さ
れ
る
。
こ
の
点
に
基
づ
い
て
、
Ⅰ
円
は
中
の
 コ
ぬ
 
が
）
の
 

ぃ
 の
 成
立
に
先
立
っ
 、
 

（
 
ム
 
u
 
）
 

ヴ
す
リ
 
ガ
（
 
円
 （
 @
 Ⅱ
 握
 ）が
 未
 だ
支
配
的
で
は
な
か
っ
た
 頃
 0
 
口
（
口
ロ
 

が
 （
（
 
山
 思
想
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
 る
 。
ま
た
Ⅰ
円
に
お
け
 

る
 四
種
の
毛
色
 ふ
 
（
後
述
）
の
中
に
は
、
 
弓
ヨ
巴
 
Ⅰ
。
 
ガ
 囲
 の
 目
 「
 
せ
が
 の
 
レ
臣
 ブ
リ
で
 
曲
ひ
 
c
a
 
ヰ
ゅ
 に
口
ロ
目
せ
が
と
し
て
 数
え
あ
げ
ら
れ
る
師
事
 

③
 n
p
 
ミ
囲
サ
 
日
日
 曲
コ
し
 が
ふ
く
ま
れ
ず
、
後
考
に
お
け
る
 ヴ
 す
め
 
蚕
 中
の
か
わ
り
に
せ
。
偲
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
 の
こ
と
か
ら
Ⅰ
 
円
 

少
く
と
も
の
 銭
ぺ
 リ
モ
 脚
 帳
簿
を
ふ
く
む
口
ロ
 倒
 せ
が
を
説
い
 た
諸
章
｜
は
、
 
円
の
口
ぬ
の
）
㏄
～
成
立
を
遡
る
こ
と
数
世
紀
 ㌧
ひ
ひ
 

n
p
 

邑
で
が
文
献
 



 
 

う
と
す
る
意
図
の
 

相
対
性
を
離
れ
た
 

v
 ャ
 （
 臼
 @
 ）
と
よ
び
、
 

（
シ
ュ
リ
ー
）
 

態
を
私
か
ら
 学
 

為
は
不
利
益
を
 

べ
き
で
あ
る
。
 

の
不
利
益
を
消
 

い
か
な
る
利
益
 

為
に
 ロ
 行
う
 ベ
 

ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
に
 放

棄
の
意
味
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
面
的
 に
 行
為
を
棄
て
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

き
目
悶
と
 
哀
叫
 田
 ㏄
 と
の
 

次
元
に
お
い
て
行
為
に
従
事
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
 そ
の
よ
う
な
行
為
を
Ⅰ
円
は
中
立
的
活
動
（
 
富
宙
す
せ
 斡
 （
（
）
㏄
 

そ
れ
に
未
生
の
罪
を
回
避
す
る
と
い
う
機
能
を
与
え
て
い
 る
 。
 

「
神
々
の
 
主
よ
 、
深
遠
な
る
行
為
の
三
種
の
在
り
方
を
 、
 禁
令
・
指
令
を
説
く
諸
教
典
か
ら
認
知
せ
よ
。
ま
た
そ
  
 

べ
 。
Ⅲ
あ
る
行
為
は
不
利
益
（
 a
n
a
r
 
（
 
ォ
ゅ
 ）
を
助
長
し
 、
 ②
あ
る
行
為
は
利
益
 a
 ロ
 
（
 
下
 ㏄
）
を
助
長
し
、
ま
た
㈲
 
あ
 る
ゲ
仔
 

除
去
 口
 或
い
は
回
避
し
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。
 

田
切
も
囲
 こ
 。
 哀
 ど
う
と
よ
ば
れ
る
先
行
二
群
は
放
 棄
す
 

㈲
不
利
益
を
除
去
 ハ
 或
い
は
回
避
し
す
る
第
三
の
行
為
 は
 二
群
に
分
れ
る
。
㈲
あ
る
行
為
は
贈
非
行
よ
り
成
り
、
 

焼
 生
 

滅
さ
せ
る
。
こ
の
分
支
を
賢
者
は
先
行
二
群
と
同
様
に
 行
う
べ
き
で
は
な
い
。
㈲
為
さ
れ
て
も
、
 

無
 行
為
と
同
じ
 
{
 、
 

に
も
不
利
益
に
も
適
合
し
な
い
行
為
 ハ
 す
な
わ
ち
辻
毛
 ギ
 生
日
田
（
 
甘
 戸
井
 ギ
ヨ
 の
邑
は
 、
 ハ
 
%
 生
の
不
利
益
を
回
避
 す
る
 

き
不
 し
あ
る
」
（
Ⅰ
～
・
鰍
も
 0
 ）
。
 

規
定
さ
れ
た
行
為
も
、
そ
れ
を
 月
適
せ
 ㏄
た
ら
し
め
よ
，
 つ
 と
す
る
意
図
を
離
れ
た
立
場
に
 於
 い
て
は
、
遵
守
さ
れ
 る
べ
 

い
て
共
通
し
て
い
る
。
ど
山
悶
を
否
定
し
て
 
仁
審
芯
 

は
、
 自
ら
の
行
為
に
結
果
を
招
来
す
る
機
能
を
与
え
な
 

れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
Ⅰ
 円
 を

行
な
う
の
で
は
な
く
、
 

ぼ
適
百
と
 月
山
 悶
 と
を
共
に
 
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
 

い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
低
い
。
行
為
の
本
質
が
身
体
 的
 
・
物
理
的
な
も
の
で
あ
 

は
 
「
 宙
 %
 ギ
日
が
を
棄
て
る
」
を
、
救
済
促
進
の
機
能
を
 自
ら
の
行
為
に
与
え
よ
 

上
方
に
赴
か
せ
る
」
㊤
 q
.
 
ミ
ふ
 の
）
。
こ
の
よ
う
に
相
対
 的
 価
値
を
も
つ
 
a
p
 
卸
ヒ
ゅ
と
 月
迫
 悶
 と
を
共
に
放
棄
す
る
 こ
と
が
 
一
 
・
 
串
プ
リ
 
Ⅱ
 
ヨ
ゅ
 を
 

棄
て
る
」
の
意
味
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
が
全
く
無
 行
為
に
止
ま
る
の
で
な
い
限
り
、
 

ど
迫
悶
と
 
三
 %
 悶
と
 を
 同
時
に
（
身
体
的
に
）
 

放
棄
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
ほ
低
い
か
。
月
迫
 ぜ
 ㏄
 の
 放
棄
は
、
教
典
の
指
令
を
遵
守
し
な
い
こ
と
、
す
な
 わ
ち
義
務
の
怠
慢
と
い
 

ぅ
ぜ
 目
さ
を
行
 う
 こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
 蛋
茎
ピ
 ㏄
と
㏄
思
 お
 と
は
、
何
れ
も
あ
る
結
果
を
も
た
ら
 す
 技
能
を
も
っ
点
に
 於
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き
も
の
と
な
る
。
「
賢
者
は
ヴ
ェ
ー
ダ
に
規
定
さ
 

れ
た
行
為
を
、
 
n
 
身
体
的
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
 

U
 心
で
 さ
え
も
な
い
が
し
ろ
に
 

し
て
は
な
ら
な
い
」
（
 

ロ
 ・
の
の
）
。
 

以
上
に
よ
っ
て
Ⅰ
円
に
於
け
る
の
 

a
r
v
a
 

（
 
ゼ
母
は
、
づ
 ・
 
口
 
～
が
で
が
（
（
 

田
 と
は
異
な
り
、
（
 

ハ
 
a
r
 
ヨ
リ
コ
 
を
 副
 要
素
と
し
 
て
い
る
こ
と
が
明
ら
 

か
で
あ
る
。
そ
の
 
ガ
曲
 
～
 
ヨ
の
コ
 
は
 い
 
で
卸
 
せ
 
p
 
。
 E
 で
 
囲
田
 
p
 
 
を
 離
れ
た
第
二
一
の
行
為
の
 

一
 支
を
成
し
、
未
生
の
不
利
益
を
 

回
避
す
る
機
能
を
備
え
 

て
い
る
。
い
ま
人
為
に
存
す
る
救
済
機
能
を
、
跳
虫
の
 

罪
 を
 除
去
し
積
極
的
に
救
済
を
促
進
す
る
機
能
と
、
消
極
 

ぬ
に
 救
済
の
対
極
（
 

罪
 ）
 

に
 赴
く
こ
と
を
回
避
す
る
機
能
と
に
区
別
す
れ
ば
、
 

総
 （
 
v
a
t
 

田
鰻
 

圏
 に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
行
為
 

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
 

積
極
的
に
救
済
を
促
進
す
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
 

為
 さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
意
図
を
離
れ
た
上
記
の
よ
 

う
 な
 消
極
的
機
能
の
み
を
 

も
つ
行
為
は
、
む
し
ろ
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

さ
 ら
に
進
ん
で
 
E
@
 ミ
 ・
 
9
 は
、
放
棄
す
べ
き
も
の
を
、
 

月
 自
ら
の
行
為
が
 
u
 救
 

済
 機
能
を
も
つ
と
い
う
こ
と
の
認
識
（
 

毛
倒
 
せ
 
い
 
（
 
v
 
ゅ
 
g
r
a
 

下
 さ
 」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
明
示
し
て
い
る
。
 

四
種
の
け
で
 
囲
セ
い
 
の
説
明
に
先
立
っ
て
 

、
 Ⅰ
円
は
そ
れ
，
 

り
の
臣
で
回
せ
簿
に
よ
っ
て
生
じ
る
知
識
（
 

古
ぎ
じ
 こ
そ
 日
 の
ガ
ゆ
 

り
の
原
因
で
あ
 

る
と
述
べ
る
。
 

「
自
制
者
は
梵
・
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
で
あ
る
私
に
知
識
に
よ
 

っ
て
の
み
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
賢
者
に
と
っ
て
知
識
 

以
外
に
行
く
べ
き
 

 
 

生
じ
、
普
く
清
浄
で
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
、
ヴ
ァ
ー
 

ス
 デ
ー
ヴ
ァ
を
唯
一
の
対
象
と
 

蝸
し
 、
不
再
生
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
 

が
 生
じ
た
と
き
、
人
は
直
ち
に
私
に
帰
入
す
る
。
さ
ま
 

ざ
ま
の
 毛
囲
鵜
 に
よ
っ
て
 

[
 
歴
 
想
 

・
 
の
満
足
さ
せ
ら
れ
た
私
は
 

j
 
，
第
一
・
第
二
の
口
口
 

7
 
.
 
,
 

ゆ
ぜ
 
a
 で
あ
る
 

、
 汚
れ
の
な
い
ひ
を
も
 

カ
ギ
日
 
の
っ
と
 

 
 

じ
さ
せ
る
」
（
 

古
囲
コ
ゅ
 

㎏
。
幅
が
に
相
当
す
 

ト
の
 
・
）
Ⅰ
 

1
 
ト
 
怪
 
）
 （
 
践
 

思
 

暉
る
 。
第
三
の
蛋
で
 

曲
 
㎏
が
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
 

ぜ
 
の
 
ぬ
簿
 は
 、
瞑
想
 G
 の
 
ヨ
目
 
仁
安
）
と
制
御
 
G
 ゅ
 
旧
せ
 
9
 
ヨ
 じ
と
 に
 区
別
さ
れ
る
が
（
 

ト
の
 
・
 
び
 
0
 
）
 
、
 

 
 

 
 

 
 

制
御
は
さ
ら
に
身
体
的
制
御
と
精
神
的
制
御
と
に
分
た
 

ね
 、
前
者
が
ガ
銭
日
当
に
、
後
者
が
約
 

セ
ガ
す
 

悶
に
等
 置
 さ
れ
る
（
 
お
 ・
の
 
で
 8
 ）
。
 8
 



従
っ
て
、
先
行
す
る
二
種
の
三
畳
 も
セ
 。
 ぬ
 の
に
ふ
 
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
瞑
想
は
哲
学
的
・
宗
教
 的
 考
察
を
内
容
と
す
る
 

約
七
オ
こ
う
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
を
神
秘
的
直
観
に
 よ
っ
て
得
る
 ニ
過
下
 
で
あ
る
。
か
く
て
、
牙
銭
口
 
が
コ
 
・
 ㏄
 ゆ
 七
 %
 す
ゼ
 
p
 、
せ
 0
%
 
め
 （
Ⅱ
 

総
ヨ
 岡
 年
日
）
と
い
う
三
種
の
け
ち
 
阿
ド
 
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
 
ら
の
総
体
と
し
て
の
 ゼ
 。
葵
が
、
ピ
ョ
㏄
 コ
 0
 本
質
を
直
 ま
す
る
知
識
に
到
達
 

し
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
に
嘉
せ
ら
れ
る
た
め
の
宗
教
的
 人
為
と
な
っ
て
い
る
。
 

の
 a
r
v
a
 

目
卸
偲
 
は
こ
れ
ら
三
種
の
岳
 適
セ
 斡
か
ら
 裁
然
と
 区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
四
の
占
 過
 速
が
説
か
れ
る
 
の
は
、
自
ら
の
宗
教
 

的
 努
力
に
よ
っ
て
 ョ
 。
 ォ
 笘
の
原
因
と
し
て
の
知
識
に
到
 達
す
る
こ
と
が
、
も
は
や
人
間
に
と
っ
て
不
可
能
と
な
 っ
 た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
 

（
 シ
ュ
リ
 ー
）
「
神
々
の
神
ハ
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
ロ
よ
 

、
時
 が
 経
っ
に
 
つ
 れ
て
そ
れ
ら
 目
 一
種
の
月
面
 悶
ロ
は
 、
 n
 衆
 生
 に
と
っ
て
 ロ
行
 

な
い
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
 自
 存
す
る
、
存
在
者
 ハ
 で
あ
る
あ
な
た
 口
 よ
り
成
る
「
 時
 」
（
 ォ
巴
㏄
）
が
、
文
字
 

（
 
8
 ）
 

ど
 

 
 

質
 
・
 力
 
・
寿
命
を
破
壊
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
 

ハ
 ま
た
、
 
衆
生
の
 u
 内
官
に
宿
 

っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
潜
在
余
力
（
 話
終
き
 ）
が
 、
そ
 れ
ぞ
れ
の
「
 時
 」
に
支
配
さ
れ
て
 ハ
 現
勢
化
し
 U
 、
衆
生
 を
 苦
し
め
て
い
る
か
 

ら
で
す
。
…
・
・
・
あ
な
た
が
そ
れ
に
動
か
さ
れ
て
衆
生
に
 
加
護
を
給
わ
る
よ
う
な
、
そ
の
 
ハ
 新
た
な
 u
 ニ
 迅
速
 を
 

ジ
ャ
ナ
ー
ル
タ
 ナ
 

よ
 、
 脆
 拝
す
る
私
に
お
示
し
下
さ
い
」
（
 
ミ
 ・
 m
 デ
 0
%
 

）
。
 

こ
の
よ
う
な
末
世
観
、
人
為
に
対
す
る
諦
め
を
前
提
と
し
 て
 説
き
出
さ
れ
る
 s
a
 
（
 
つ
 い
 目
鰍
で
 
は
、
も
は
や
準
備
 付
 為
 と
し
て
の
 
せ
お
 い
を
 

本
質
的
に
は
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
 

上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
Ⅰ
円
に
お
け
る
の
 曲
 （
 4
 の
ミ
囲
 偲
は
、
 
田
 救
済
促
進
の
機
能
へ
の
意
図
を
伴
 っ
た
 宗
教
的
努
力
の
 

放
棄
を
意
味
し
 、
 ㈲
 副
 要
素
 
吋
 a
r
m
 
ゅ
コ
 を
必
要
と
す
る
 が
、
 ㈲
準
備
行
為
せ
。
的
の
は
必
要
と
し
て
い
な
い
こ
と
 

が
わ
か
る
。
 

た
だ
㈲
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
・
 

つ
 。
の
 り
 ～
 
v
a
 ミ
温
は
 無
知
な
る
者
の
避
難
所
で
あ
る
と
 と
も
に
、
そ
れ
は
 知
 

（
 
9
 ）
 

者
に
と
っ
て
も
避
難
所
と
な
る
と
言
わ
れ
（
 ま
 ・
）
 
0
 ぢ
、
 ま
た
そ
れ
は
 

ョ
 （の
ち
 
口
 （
（
 
@
 の
よ
う
に
端
的
に
易
行
（
 の
 三
 %
 こ
 ）
と
は
 見
徴
 さ
 

く 526) 84 



P ブ aPatt  
 

巾
が
 
、
術
語
的
価
値
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
る
例
は
 、
卸
 す
の
 の
中
に
は
一
度
も
見
出
 

 
  
 

 
 

 
 

せ
 
鐙
付
と
い
う
語
で
表
わ
さ
れ
、
ま
た
 

哩
ヨ
い
ロ
セ
 

囲
の
の
（
 

の
 
Q
 
、
 
Ⅰ
㏄
）
・
の
の
Ⅱ
 

乍
ロ
せ
囲
 

㏄
の
（
の
 

べ
 

（
 
1
 
@
 
ム
 
）
 

思
づ
 Ⅱ
）
・
の
が
Ⅱ
 

セ
 
の
の
が
ち
 

コ
せ
 
ゆ
の
 
笘
 （
い
の
・
か
い
 

レ
 
・
 か
リ
ド
 

が
 
弔
ゆ
的
革
 

（
 
ぃ
 （
㏄
 

べ
 
・
い
の
）
・
の
 

せ
 
㏄
 
叶
 
Ⅱ
Ⅱ
 

囲
 
円
目
り
の
リ
ヨ
の
Ⅱ
 

ち
 
リ
セ
 
ド
 （
㏄
 

P
.
 

か
 
）
な
ど
 
の
 語
も
同
義
に
用
い
ら
れ
て
 

切
 

        史的展開 

れ
ず
、
易
行
で
あ
る
と
同
時
に
難
行
（
 隼
仁
ゅ
ガ
め
母
 

）
で
も
 あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
 ミ
 ・
 P
o
 

の
）
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
 ら
に
他
の
個
 処
で
 Ⅰ
 円
 

は
、
 の
曲
（
 

ヰ
持
 せ
 倒
ゆ
 
の
に
よ
っ
て
二
つ
目
せ
 
p
.
p
 
で
 ゆ
せ
い
 
を
 蹄
肚
 
れ
た
者
に
は
他
の
如
何
な
る
宗
教
的
行
為
も
必
要
で
な
い
 と
な
し
つ
つ
も
、
そ
の
 

人
の
 ゴ
邑
 仁
安
（
理
性
）
が
非
力
で
あ
る
と
、
 ゼ
品
曲
と
 タ
ン
ト
ラ
的
儀
礼
の
混
合
し
た
別
の
岸
 づ
 卸
 せ
 が
が
必
要
 に
な
る
と
述
べ
て
い
る
 

（
 
ゆ
 ㏄
 ト
の
 
l
 Ⅰ
Ⅱ
）
 

0
 
4
 

仕
 っ
て
 、
 の
曲
（
せ
き
せ
 

り
幅
ゅ
は
 
強
い
す
年
年
年
 
巨
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
 す
け
 
隼
斗
日
を
強
力
 に
す
る
 
ヴ
岸
宙
隼
す
せ
 

0
 ㎏
㏄
 

を
 Ⅰ
円
は
 、
 他
な
ら
ぬ
第
三
の
目
 で
 ど
ぶ
と
し
て
の
 
せ
 Q
 ぬ
 が
の
一
分
支
を
成
す
精
神
的
制
御
に
該
当
さ
せ
て
い
 る
の
で
あ
る
（
 
お
 ・
 
ぎ
 ）
。
 

の
 
a
r
v
a
 

安
岡
の
の
 

と
せ
 。
的
の
と
の
関
連
は
身
体
的
活
動
の
 
面
 に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
 、
 ニ
 %
 悶
 
と
ど
 適
 悶
 と
を
離
れ
た
者
の
行
 

な
う
三
目
 ギ
巴
ヨ
円
 
（
 
こ
綜
 
寺
銭
口
の
 コ
 は
、
身
体
的
制
御
 の
 内
容
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
 故
 身
体
的
制
御
を
分
 支
と
 し
て
そ
の
内
に
含
む
 

せ
 0
 ㏄
曲
に
も
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 円
 @
b
h
 

の
 で
 p
d
 
（
 
田
 に
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ⅰ
円
の
紐
三
の
片
せ
 
卸
圏
 に
認
め
 ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
 

せ
 o
 ゅ
 a
 と
の
関
連
性
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
を
 明
 ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
 亡
円
 に
先
行
す
 る
 文
献
に
見
ら
れ
る
 

づ
 q
N
 
づ
 p
d
d
w
 

思
想
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

目
 Ⅰ
 
卜
オ
ぢ
サ
由
隼
ギ
コ
遥
窪
弔
ゲ
ぎ
 

卸
に
お
け
る
 
づ
セ
 
1
 
建
の
曲
 

 
 

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
井
目
 よ
巨
 す
ロ
 
遇
 3
%
 三
 %
 
 
も
、
そ
 の
 正
確
な
成
立
年
代
 

は
 不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
以
下
に
概
観
す
る
そ
の
コ
日
 
w
 の
 
が
 思
想
は
、
本
書
の
成
立
が
Ⅰ
 心
 よ
り
古
い
こ
と
を
 示
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 



を
も
っ
こ
と
、
す
な
 む
 ち
、
あ
ら
ゆ
る
生
類
を
神
の
身
 体
 と
み
な
し
て
慈
し
む
こ
と
、
㈲
神
意
に
対
す
る
背
反
を
 避
け
る
こ
と
、
㈲
神
を
 

守
護
者
と
し
て
信
頼
す
る
こ
と
、
㈹
神
を
守
護
者
と
し
 て
 選
定
す
る
こ
と
、
す
な
 ね
 ち
、
神
に
は
守
護
者
と
し
て
 の
 能
動
力
が
あ
る
こ
と
 

を
 確
認
す
る
こ
と
、
㈲
自
己
放
棄
し
て
神
に
 脆
 拝
す
る
 こ
と
、
㈲
自
ら
の
無
力
を
自
覚
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
 う
 ち
で
特
に
第
五
友
 の
 

「
自
己
放
棄
」
（
 
岡
 （
日
当
 
守
の
 
の
ち
の
）
は
、
帰
依
の
心
情
を
端
 

的
に
表
明
す
る
行
為
で
、
「
最
も
す
ぐ
れ
た
公
文
」
（
 
総
 の
 り
億
 
ゴ
ロ
 
ヨ
 リ
才
㏄
 

廷
ヨ
 
。
 
臼
め
 

 
 

し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
無
力
意
識
」
（
 繍
る
ゼ
悶
 ）
で
あ
る
  
 

「
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
罪
過
の
棲
家
で
あ
り
、
と
る
に
足
ら
 ぬ
 者
、
ど
 う
 す
れ
ば
よ
 い
 の
か
も
分
ら
ぬ
者
で
す
。
 あ
 な
 た
ご
自
身
が
私
 

に
と
っ
て
の
 目
 つ
目
㎏
の
と
な
っ
て
下
さ
い
と
、
 
帰
 依
 
（
 
か
帥
 
（
 
ゅ
中
 
W
 的
㏄
（
円
）
と
よ
ば
れ
る
こ
の
懇
願
の
気
持
が
神
 

に
 捧
げ
ら
れ
る
べ
き
 

で
 七
の
る
」
（
の
Ⅱ
㏄
 

0
1
 
㏄
ト
リ
。
（
 

6
 
）
ー
 

人
為
に
対
す
る
傲
り
を
棄
て
て
神
を
三
過
 違
 と
す
る
と
 い
う
で
 

r
a
 

弓
ゅ
 
（
（
 
田
 思
想
の
内
容
が
 、
レ
ヴ
 
の
に
お
け
る
 
コ
ド
援
 
り
の
主
要
な
特
徴
 

を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
看
取
 す
 る
こ
と
が
出
来
る
。
 

さ
て
、
 コ
ゼ
 
劉
の
曲
が
何
故
に
他
の
宗
教
的
手
段
で
は
達
成
 
し
 得
な
い
こ
と
を
成
就
す
る
力
を
も
っ
の
か
、
と
い
う
 ナ
 ｜
ラ
ダ
 の
 問
 い
に
 対
 

し
て
、
ア
ヒ
ル
ブ
ド
ゥ
 シ
ャ
 は
幾
つ
か
の
聖
典
を
引
用
 し
つ
つ
答
え
て
い
る
。
 

「
至
福
（
コ
 
%
 か
 
（
の
せ
の
 

総
 ）
を
目
的
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
 苦
 行
が
 奨
励
さ
れ
て
い
る
が
、
 ど
 ふ
の
簿
は
そ
れ
ら
の
苦
行
 を
 凌
駕
す
る
苦
行
 

-
4
 

l
 
Ⅰ
 
㌧
）
 

こ
れ
に
続
い
て
 
コ
 せ
 り
 の
㏄
と
い
う
宗
教
的
態
度
が
 
、
 次
の
 六
 支
か
ら
成
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
（
 ひ
づ
 
・
 0
 の
も
の
）
 
Ⅲ
神
意
に
沿
う
意
図
 

ナ
ー
ラ
 ダ
 の
 問
 い
に
答
え
て
ア
ヒ
ル
 フ
ド
ゥ
シ
ャ
 は
 、
次
 の
よ
う
に
コ
 %
@
 ㏄
思
想
を
説
き
は
じ
め
る
。
 

「
欲
望
を
も
つ
人
が
他
の
手
段
に
よ
っ
て
は
成
就
で
き
な
 い
も
の
、
解
脱
を
求
め
る
人
が
絡
七
 %
 屯
 D
 。
 日
 0
%
 や
 ヴ
ゴ
 
の
 
甘
エ
 に
よ
っ
 

て
は
到
達
し
得
な
い
最
高
の
住
居
そ
れ
を
、
偉
大
な
 聖
者
 よ
 、
そ
の
人
は
目
 鍛
 り
の
み
に
よ
っ
て
得
る
。
 そ
し
て
最
高
裁
で
あ
 

る
 至
上
の
プ
ル
シ
ャ
も
 、
コ
ゼ
 
倒
の
 
ゅ
 の
み
に
よ
っ
て
成
就
 さ
れ
る
」
（
 ひ
づ
 
・
ざ
ん
さ
。
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で
あ
る
と
、
聖
典
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
（
の
 

づ
 
・
の
 
で
び
づ
 
）
。
 

こ
れ
は
 目
革
目
コ
 
㌣
 p
 
円
 D
 窓
ロ
 ロ
ゅ
コ
田
ゅ
注
 

（
の
 
色
 ・
せ
 
%
 
お
コ
コ
 

 
 

日
ガ
（
㏄
 

日
 目
下
 
仁
 甘
を
典
拠
 

と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
 
思
 姿
の
Ⅰ
 
a
-
 
の
 ・
 
お
 ・
 
T
 の
に
基
づ
き
つ
つ
「
南
無
 
ハ
を
 
唱
え
る
こ
と
 
ロ
 に
よ
っ
て
 
自
ら
を
神
に
委
託
す
る
 

者
は
、
正
し
く
祭
祀
を
行
な
う
者
（
 

目
ぎ
ゴ
厘
あ
 
）
 と
一
 
ム
 わ
れ
る
」
（
の
 

q
.
 

ま
 あ
 S
 
 
と
述
べ
、
目
の
 
0
.
 
お
 （
 
ブ
 ル
 シ
 ャ
 讃
歌
）
に
倣
っ
て
 
、
 

自
己
自
身
を
供
犠
の
手
段
と
し
て
知
ら
れ
る
べ
き
神
を
 

祀
る
こ
と
を
「
最
初
の
軌
範
（
目
銭
 

目
巴
 」
と
な
し
て
い
 
る
 （
㏄
 
づ
，
 
㏄
㏄
。
㏄
 

ゆ
 
）
 
0
 

申
 す
の
に
お
け
る
 コ
せ
瞠
 
㏄
は
、
供
犠
（
 
悶
舌
 じ
と
密
接
 に
 連
関
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
 

コ
 日
射
㏄
は
 
自
 己
を
供
物
と
し
て
 
神
 

に
 捧
げ
る
精
神
的
祭
祀
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

「
供
犠
の
形
態
を
し
た
（
 

悶
 古
ミ
り
て
 
注
 ゴ
評
 
墨
 ）
神
を
 、
他
 な
ら
ぬ
自
分
自
身
に
よ
っ
て
祀
る
偉
大
な
心
を
も
っ
た
 

人
は
、
こ
の
世
に
 

於
 い
て
全
て
の
供
犠
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
」
（
の
 

づ
 の
の
 
1
 
か
 
0
 
）
。
 

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
引
き
続
い
て
、
神
の
身
体
・
 

ロ
 ・
心
臓
・
 
腹
等
が
 、
祭
壇
・
ア
ー
 ハ
ヴ
ァ
 ニ
ー
ヤ
 禁
 火
 ・
ダ
ク
シ
ナ
楽
人
・
 
ガ
 

ノ
ト
ヤ
 
禁
火
等
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
7
 
i
 
 

）
 
O
 ヴ
ェ
ー
 ダ
 祭
式
を
特
色
づ
け
る
 ぢ
 古
が
（
供
犠
）
の
意
味
を
転
 

化
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

宗
教
的
行
為
を
悶
 宮
 神
化
す
る
こ
と
が
ロ
 
ブ
 の
に
見
ら
 れ
る
が
、
 コ
せ
曲
あ
を
悶
古
 
い
と
連
関
づ
け
る
点
に
お
い
 
て
、
卸
す
ぴ
 
も
 し
ぽ
 
0
 と
 

瑚
 
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
口
（
が
口
曳
 

由
 思
想
を
説
く
後
代
の
文
献
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

  

思
崩
 さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
、
特
に
Ⅲ
㈲
は
 

、
レ
サ
 
の
の
 ロ
せ
卸
毬
が
 
Ⅰ
 円
 よ
り
古
い
時
代
の
 づ
 q
p
b
 

曲
 （
（
 

田
 思
想
で
あ
る
こ
と
を
 
物
恥
 

 
 
 
 

回
 
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

レ
ヴ
 
の
は
人
間
の
宗
教
的
目
標
で
あ
る
 
ヨ
 。
 
村
 冬
を
永
遠
 の
 幸
福
（
 コ
ぃ
 
（
セ
リ
旧
き
 

ガ
ぎ
ヨ
 
）
と
よ
び
、
そ
れ
を
「
 
神
 よ
り
成
る
こ
と
し
 



（
 
す
す
笘
 

%
 ギ
 の
 コ
 ミ
麓
 
ぜ
の
雨
）
あ
る
い
は
「
神
性
」
（
 

す
す
笘
幅
 

a
v
 
笘
繕
 ）
と
規
定
し
て
い
る
（
㌔
・
 
お
 ・
 
ヂ
ト
 ）
）
。
ま
た
、
 
そ
 の
 達
成
手
段
と
し
て
 知
 

識
 
（
富
岡
目
）
を
重
視
す
る
。
 

「
百
年
の
あ
い
だ
宗
教
的
行
為
（
村
の
（
ヨ
銭
）
を
行
な
う
 

善
人
た
ち
は
、
識
別
 知
 
（
 
つ
 ぎ
の
 
オ
 の
盲
目
 
コ
の
 
）
を
得
て
 、
最
 高
 め
ハ
り
 神
に
入
 

る
 」
 父
 ㌔
 や
 ま
）
。
「
知
識
の
充
溢
し
た
状
態
に
到
り
、
 
心
 が
 汚
れ
を
離
れ
た
者
は
、
濁
り
な
く
汚
れ
の
な
い
、
 か
 の
 ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
 境
 

地
 に
入
る
」
 谷
か
 
・
 
ミ
 ）
。
 

自
ら
の
翌
日
当
を
物
質
的
な
身
体
や
外
界
の
も
の
か
，
 ら
 識
別
し
 、
 神
と
合
一
す
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
す
る
の
 が
 知
識
で
あ
る
が
、
 そ
 

れ
は
哲
学
的
考
察
を
内
容
と
す
る
間
接
的
（
 口
 a
r
o
 

ガ
の
 
の
）
 知
識
と
、
望
ヨ
 ギ
 を
直
証
㊧
 ゆ
客
ゅ
 

W
d
 

ガ
リ
（
ゅ
中
㏄
）
す
る
 

直
 接
 的
知
識
と
に
区
別
さ
 

ね
 、
前
者
が
後
考
の
原
因
と
な
る
（
㌔
・
 
お
 ・
 ト
ケ
し
 
。
 鼠
 
㏄
）
。
 

さ
ら
に
、
知
識
を
得
る
た
め
に
は
、
宗
教
的
行
為
を
実
 践
 す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 

「
こ
れ
ら
二
種
の
知
識
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
行
為
（
 色
下
 
ギ
ヨ
 じ
が
原
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
」
（
 お
 ・
 し
 ）
。
「
 
そ
 れ
 （
二
種
の
知
識
）
 

を
 助
長
す
る
も
の
は
、
意
図
を
伴
な
わ
な
い
宗
教
的
行
 為
 で
あ
る
」
（
）
 
か
 ・
 
じ
 。
 

 
 

が
 （
知
識
）
と
に
よ
っ
て
 
、
 人
は
神
に
到
達
し
、
自
ら
の
 本
来
的
状
態
（
の
 
づ
 ㏄
ガ
円
 

せ
 0
 

目
甘
 と
し
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
（
 音
 ・
 コ
 ・
の
 
ふ
 -
 し
 
ト
め
 
）
。
 

 
 

オ
 ミ
ヨ
の
 
舌
す
ミ
ヨ
リ
 は
 レ
 す
の
に
お
い
て
極
め
て
重
要
 視
さ
れ
て
い
る
が
、
 

 
 

地
 に
到
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
 他
の
宗
教
的
手
段
に
よ
 

っ
て
は
到
り
得
な
い
境
地
、
そ
れ
が
「
委
託
の
み
に
よ
っ
 て
 （
 
コ
ゼ
ひ
 
の
の
 
口
巴
つ
し
 
」
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
の
 せ
 ゅ
は
 、
委
託
以
後
の
こ
 

（
 
8
-
 

l
 

と
が
専
ら
神
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
 り
、
コ
 せ
 り
 終
の
道
を
と
る
者
に
は
委
託
以
外
の
行
 弗
が
 不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
 

と
 で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
 

て 530) 85 



prapa 田 思想の歴 

わ   
る 上   

考 
察 
@ 乙 

よ 
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の 

  
  
せ 

l 沖の 

  

ま @ 

(1) 
ガ 
が Ⅱ 

Ⅰ り ㏄ 
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副要 
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と 
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て 
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と 
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  史的展開 

「
 ヨ
 。
 オ
ゅ
い
 
の
ハ
内
的
 り
 原
因
は
、
知
識
に
伴
わ
れ
た
、
 全
 て
の
も
の
の
ハ
神
へ
の
 u
 委
託
（
の
㏄
（
 

せ
が
 
の
 
ゅ
旧
コ
セ
 

卸
の
の
）
で
 

あ
ス
 ㌧
Ⅰ
（
 
お
 ・
 
A
N
 
）
 

と
 述
べ
た
後
、
さ
ら
に
外
的
手
段
と
し
て
「
欲
心
な
き
め
 ホ
教
 的
行
為
の
実
践
等
」
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
し
て
 い
る
か
ら
で
あ
る
（
 往
 

Ⅰ
の
・
下
か
）
。
ま
た
盲
目
コ
リ
は
、
物
質
原
理
（
 

口
 （
 
弗
ガ
ハ
ま
 

）
 か
 ら
 離
れ
た
白
ら
の
 巴
ョ
リ
コ
 
を
直
証
す
る
も
の
で
、
蓮
如
 

 
 

Ⅱ
 コ
ゼ
 
援
の
は
、
こ
の
よ
り
得
ら
れ
た
純
粋
な
 翌日
目
を
供
物
と
し
て
神
に
捧
げ
る
行
為
で
あ
る
（
。
 （
・
 
ぎ
 ・
下
ふ
）
 
L
 こ
こ
ろ
か
 

ら
 、
 毘
群
 麓
は
他
な
ら
ぬ
「
知
識
を
伴
っ
て
い
る
」
と
 述
べ
ら
れ
る
（
 住
 ・
 り
 ・
 
韓
 
前
引
）
。
こ
の
点
に
我
々
は
 、
 後
代
の
㌧
母
で
注
 由
思
 

想
 と
明
ら
か
に
異
な
る
 レ
ヴ
 
の
の
 
コ
せ
 
け
が
の
 侍
 御
を
認
 め
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

古
ぎ
 ㏄
の
原
因
と
し
て
さ
き
に
 
ガ
 の
（
日
当
の
必
要
性
が
 
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
が
、
 レ
ヴ
 
の
は
 同
 時
に
円
 嘩
な
 も
 

に
 到
る
手
段
と
し
て
認
め
る
。
 

「
そ
れ
（
物
質
原
理
と
離
れ
た
 瞠
ョ
目
 ）
を
得
る
手
段
 と
し
て
、
 せ
崔
と
ガ
 a
r
 
日
 目
と
が
聖
典
に
命
ぜ
ら
れ
て
 
い
る
」
（
㏄
 

P
.
 

）
 ト
 
）
 

と
 述
べ
た
後
に
ア
ヒ
ル
ブ
ド
ゥ
 シ
ャ
 は
、
天
国
な
ど
と
 い
う
結
果
を
も
た
ら
す
促
進
的
行
為
（
 口
 ～
が
 
v
a
 
（
（
い
下
田
 
ガ
ミ
ヨ
 
の
）
に
対
し
て
、
 

日
 0
 打
馬
 約
宙
ぎ
 目
と
な
る
の
は
停
止
的
行
為
（
 
口
田
 
v
a
r
 

（
 
と
 3%
 
ガ
 a
r
 
日
 ㏄
）
で
あ
る
と
説
明
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
 

「
個
我
（
 ぃ
 
Ⅱ
 
づ
 ㏄
）
と
最
高
我
と
の
結
合
が
日
。
 
幅
 ㏄
 と
い
 わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ぎ
ヨ
目
は
直
観
さ
れ
 る
 状
態
に
な
る
」
 

（
㏄
 
ト
 ・
 
ト
切
 
）
 

と
 舌
口
 
う
 。
そ
し
て
八
文
か
ら
成
る
 R
 。
的
の
を
、
 
臼
 ㏄
㌧
の
 
の
ゅ
，
 

㏄
㏄
に
お
い
て
 詳
叶
謝
 
し
て
い
る
。
 



と
い
う
語
 は
未
 だ
術
語
的
価
値
を
も
た
ず
、
宗
教
的
人
 為
の
放
棄
，
自
己
の
神
へ
の
委
託
と
い
う
思
想
は
む
し
ろ
 他
の
語
に
よ
っ
て
表
現
 

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
㏄
 き
 に
お
け
る
 
口
 r
a
@
 

へ
づ
 ま
な
 直
ち
に
 
口
 「
の
 
で
 ㏄
（
（
片
思
想
に
関
連
づ
け
る
の
は
 適
 何
 で
は
な
い
。
ま
た
、
 

M
 
o
p
q
p
 

日
 ㏄
 か
 -
0
 
オ
 舶
が
後
代
に
口
～
が
ち
 u
d
 
（
 
円
 思
想
の
典
拠
 と
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
 詩
節
は
 
㏄
甘
の
に
お
け
る
原
意
 
を
 離
れ
て
解
釈
さ
れ
て
 

い
る
。
日
の
 コ
 ㎎
 田
注
は
、
 
で
 %
 申
文
せ
ど
を
身
体
的
放
棄
 
の
 意
味
に
解
し
て
、
 
ガ
 ㏄
（
日
当
の
放
棄
の
思
想
を
こ
の
 
詩
節
 に
読
み
と
り
、
Ⅰ
 円
 

は
宙
ゴ
弗
目
ョ
 
㏄
を
臣
 で
囲
お
 。
 u
 で
曲
名
㏄
と
理
解
す
る
が
、
 し
 ゴ
 の
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
語
の
用
例
を
見
る
と
、
両
者
は
 共
に
適
正
な
解
釈
と
は
 

（
 
初
 ）
 

い
え
な
い
。
従
っ
て
、
 
田
 或
い
は
㈲
を
引
合
い
に
出
し
て
 、
い
 二
の
中
に
後
代
の
窯
㏄
で
㏄
（
（
片
思
想
と
の
連
関
を
求
 め
る
こ
と
は
諦
め
な
け
 

（
 
れ
 ）
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
残
さ
れ
た
可
能
性
と
し
て
、
 い
 オ
 の
中
の
総
旧
コ
 せ
援
麓
 
Ⅰ
（
 
ゼ
囲
ぬ
ゅ
 
と
い
う
語
の
内
容
を
 検
討
し
て
み
た
い
。
 

元
来
ま
 旧
コ
せ
 
W
m
p
 と
い
う
詰
は
、
求
道
者
が
 娑
 羅
門
的
 生
活
様
式
を
放
棄
し
、
乞
食
（
 ぎ
守
署
 ）
と
し
て
山
野
 を
 放
浪
す
る
行
為
、
 

（
 
2
 
2
 ）
 

並
び
に
そ
れ
を
行
う
住
期
を
意
味
し
て
い
た
。
 総
旧
コ
 ㎏
 曲
 の
 曲
 と
は
聖
典
の
義
務
（
 オ
の
 
（
ヨ
目
）
を
放
棄
し
た
い
 
吋
 環
ヨ
 日
の
こ
と
で
あ
っ
 

た
 。
ロ
 ブ
 の
に
な
る
と
 
総
旧
コ
 Ⅱ
 援
 ㏄
は
、
こ
の
元
来
の
立
 思
味
 で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
（
 ミ
 ・
の
・
 

ハ
 0
.
8
 、
 よ
り
一
般
的
に
は
、
 
語
 

 
 

の
 意
味
を
拡
張
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
精
神
的
に
放
棄
 す
る
態
度
を
意
味
し
て
い
る
。
 

「
欲
望
に
基
づ
く
諸
行
為
の
放
棄
を
、
聖
者
ら
は
 総
旧
コ
 ゼ
 倒
の
㏄
と
知
る
。
一
切
の
行
為
の
結
果
の
放
棄
を
、
賢
者
 

ら
は
安
岡
幅
が
と
 

称
す
る
」
（
 お
 ・
 0
 ）
。
 

こ
の
 他
 随
所
で
、
 
n
 行
為
の
 ロ
 結
果
（
 菩
呂
 ③
・
欲
望
 貧
 曲
ヨ
 め
 ）
・
執
着
（
の
曲
か
幅
の
）
・
意
図
（
の
 

ゆ
 づ
村
田
や
の
）
・
 

企
 図
 
（
 
岡
 （
の
旧
 
す
オ
ゆ
 
）
・
主
ロ
垂
心
 

（
 
g
 
I
 
Ⅰ
 -
 

節
、
 
㈲
 
c
a
 
（
 ゅ
日
 a
 絵
 。
村
が
が
注
目
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
 
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
田
 前
章
に
見
た
よ
 う
 に
 、
 Ⅰ
 づ
以
 

  

口
せ
 
め
ダ
笘
 
㎎
 笘
セ
 
a
 由
め
ロ
 
（
曲
に
お
け
る
綱
車
 コ
せ
 W
 窪
 

目
お
 ㏄
 づ
 ㏄
 宙
 四
 %
 
 （
略
号
㏄
二
の
）
の
中
に
で
③
で
 い
寸
 
宝
田
 鎗
ぬ
 を
見
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
常
識
的
に
は
 田
叉
ギ
 く
 で
 %
 宙
 を
ふ
く
む
 吐
討
 (532)  90 



  

 
 

 
 

標
 で
あ
る
「
超
行
為
の
完
成
」
の
成
就
手
段
な
の
で
あ
 る
 。
 

蛸
 
前
半
は
「
 ぜ
 。
的
の
を
完
成
し
た
者
は
」
と
言
い
換
え
 

て
 差
支
え
な
い
。
 
セ
 。
 
的
ゅ
 完
成
の
結
果
で
あ
る
 総
 七
コ
 日
 囲
 の
の
は
、
高
次
の
宗
教
的
目
 

 
 

 
 

 
  

 
想
 

巴
 、
 
，
 

 
  
 

（
 
い
由
ヴ
甘
 

囲
 い
目
ヴ
ゴ
 

㏄
）
・
 
圭
 ロ
付
悪
行
（
の
 
廷
 ガ
ユ
の
 
由
 け
 り
ガ
撰
麓
 

）
・
 ハ
 
執
着
の
 u
 対
象
（
去
冬
 せ
 じ
な
ど
が
放
棄
さ
れ
る
べ
き
も
 
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
 

（
 
3
 
2
 ）
 

お
り
、
総
七
口
㎏
卸
の
の
 

へ
 
（
円
目
拳
を
精
神
的
行
為
と
す
る
 
傾
 何
 が
ロ
ァ
の
に
は
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
結
果
の
放
棄
、
一
切
の
立
 
思
 図
の
放
棄
は
 、
し
 下
の
に
お
い
て
 

せ
 。
油
ド
 と
 名
づ
け
る
 れ
る
宗
教
的
行
為
の
 

内
容
を
な
す
も
の
で
あ
り
（
㌔
・
の
・
 さ
 、
 紹
 七
目
 W
a
u
 
は
 ぜ
 
0
 的
の
と
置
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
㏄
 
す
 0
 
に
は
面
語
 を
 結
合
し
た
 紐
 七
里
 ヂ
 

の
簿
ぜ
 

o
m
p
 
 

と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
（
 o
.
P
 

の
）
、
さ
ら
に
の
 

め
で
は
、
組
名
 こ
ふ
 の
が
は
 せ
 0
 ㎎
の
で
あ
る
と
明
瞭
に
 
述
 ぺ
 ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 

場
合
 紐
旧
コ
せ
 
囲
の
の
は
、
 せ
 0
 ㏄
笛
の
完
成
で
あ
る
お
 ヨ
ゅ
 才
簿
と
 呼
ば
れ
る
境
地
心
，
 
串
 
9
 
を
成
就
す
る
手
段
（
の
 曲
隼
 
ゴ
リ
 目
 ）
を
意
味
し
て
 

い
る
。
 

し
か
し
他
方
、
月
行
為
の
 ロ
 放
棄
は
出
演
な
し
に
は
 達
成
し
難
い
」
（
の
・
 
9
 
 と
も
述
べ
ら
れ
、
落
田
 コ
ゼ
 
阿
の
曲
 
は
せ
 。
偲
に
よ
っ
て
 

成
就
さ
れ
る
結
果
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 次
 の
詩
節
 に
お
け
る
 
ぎ
日
ゅ
 （
平
静
）
と
同
じ
内
容
を
も
つ
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

「
 ぜ
嘆
ハ
の
 高
み
し
に
の
ぼ
ろ
う
す
る
聖
者
に
は
、
 

ヰ
曲
 
（
 
5
 曲
コ
が
手
段
で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
る
。
彼
が
 

ゼ
褒
ハ
の
 高
み
し
に
の
ぼ
っ
 

（
 
弓
穏
 

）
 

た
 時
に
は
、
 
絆
ヨ
ゅ
 が
手
段
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
」
 

G
 
㏄
）
。
 

討
 当
日
当
が
 摂
 。
 
幅
ド
の
 高
み
に
到
る
手
段
と
し
て
の
 宗
 教
的
 努
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
 絆
 ヨ
ひ
 は
、
宗
教
的
努
力
 

開
 
局
 

@
 停
止
あ
る
い
は
放
棄
す
な
わ
ち
 総
旧
ど
ふ
 の
 
a
 を
意
味
 す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
宗
教
的
打
力
 め
放
 棄
 」
が
、
よ
り
高
い
 宗
 

利
目
標
を
達
成
す
る
手
段
（
ガ
目
（
 
麓
旧
 Ⅱ
の
 脚
宙
ぎ
コ
じ
と
 さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
次
の
詩
 節
 が
明
瞭
 に
 述
べ
て
い
る
。
 

「
そ
の
理
性
が
何
も
の
に
も
執
着
せ
ず
、
自
己
を
克
服
し
 、
欲
望
を
離
れ
た
者
は
、
最
高
の
八
超
行
為
の
完
成
 

（
 
コ
ぎ
 の
 
カ
リ
 
Ⅱ
 
ヨ
 せ
の
 
｜
 

の
ぎ
年
三
）
 
V
 に
 、
も
 七
尾
 曲
 の
ひ
に
よ
っ
て
到
達
す
る
」
 
父
 ㏄
・
 
肚
ゆ
 
）
。
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ピ
 0
 的
が
に
 教
 説
の
重
点
を
置
い
て
お
り
、
こ
の
思
想
は
北
 
弓
 後
に
か
く
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
 

き
 七
ロ
Ⅱ
 
ゆ
 の
の
を
精
神
的
行
為
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
 、
形
式
主
義
的
な
祭
祀
・
儀
礼
を
批
判
す
る
 巾
 す
の
の
 進
 歩
 的
態
度
の
現
わ
れ
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
諸
種
の
義
務
を
規
定
す
る
 ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
権
威
を
是
認
す
る
と
い
う
、
 

援
ォ
の
 の
 保
守
的
態
度
に
も
 連
 

な
っ
て
い
る
。
 

「
祭
祀
・
布
施
・
苦
行
の
行
為
は
棄
て
て
は
な
ら
な
い
。
 

祭
祀
・
布
施
・
苦
行
は
、
賢
者
ら
に
と
っ
て
浄
化
 貝
 で
あ
る
。
こ
れ
 

ら
の
行
為
は
、
執
着
を
捨
て
、
結
果
を
顧
慮
せ
ず
に
 行
 な
ふ
 ル
七
帖
る
べ
き
で
斗
の
る
」
（
）
㏄
 

印
 
。
の
）
。
 

@
5
-
2
 

 
 

迷
妄
の
故
に
義
務
を
放
棄
す
る
の
は
弱
質
的
放
棄
で
あ
 り
 、
た
だ
苦
し
い
か
ら
と
い
っ
 

放
棄
で
あ
っ
て
（
 お
 ・
 ご
 

何
れ
も
正
し
い
行
為
で
は
な
い
。
 

紐
 七
目
 囲
 の
の
は
今
や
老
 今
 に
達
し
た
娑
羅
門
が
行
う
べ
 き
 出
世
間
的
行
為
で
は
な
く
、
聖
典
に
規
定
さ
れ
た
行
為
 を
意
図
を
放
棄
し
て
 

実
行
す
る
こ
と
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
課
せ
ら
れ
 た
内
 世
間
的
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
 

紐
旧
コ
 せ
 囲
の
の
と
斤
目
日
当
の
 

共
存
関
係
が
生
じ
、
こ
の
関
係
は
器
 
コ
的
 
生
生
の
出
現
 を
み
る
ま
で
存
続
す
る
。
両
者
の
共
存
関
係
は
ま
た
、
 の
 ㏄
 日
 @
 
に
 曲
の
曲
と
せ
 
0
 的
ゅ
と
 

に
 意
味
内
容
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 抽
 a
r
 
ョ
ギ
 
は
願
望
の
成
就
・
 
財
 福
の
獲
得
を
目
 指
し
て
遂
行
さ
れ
る
 行
 

為
か
ら
、
新
し
く
罪
の
発
生
を
回
避
す
る
機
能
を
担
い
 
ョ
 0
 窩
 ㏄
を
目
指
す
宗
教
的
行
為
と
な
り
、
一
方
組
名
 
コ
ぜ
 
釧
の
簿
は
、
 @
 曲
 ～
 
日
 ㏄
 コ
 

を
ヨ
。
 村
ゆ
 
り
の
 
り
巨
甘
目
 
が
と
し
て
認
め
た
結
果
、
そ
れ
 自
 休
は
自
ら
の
行
為
に
救
済
促
進
の
機
能
を
も
た
せ
よ
う
と
 す
る
意
図
の
放
棄
と
し
 

て
 、
そ
の
意
味
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
㏄
 ォ
 の
に
お
け
る
 
終
七
ど
ふ
 の
の
に
も
、
 後
 代
 0
 
モ
・
。
 

-
 
っ
コ
 
二
 
%
 恕
 す
な
わ
ち
「
宗
教
 杓
 努
力
の
放
 棄
 」
が
 、
 E
 で
 囲
セ
が
と
 
2
 

 
 

し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
 
い
 す
の
は
全
般
的
に
は
、
 

き
旧
コ
せ
 
w
a
p
 を
可
能
に
す
る
 為
 の
 準
備
行
為
と
し
て
の
 



ゆ
途
 （
ま
山
 
ゴ
 Ⅱ
 
コ
 団
円
ヨ
 

E
d
d
 

ハ
 
@
 
ヨ
 ハ
 
レ
 4
 ぃ
ロ
 
ゴ
山
下
 
-
@
 
り
 
ハ
レ
・
 

お
 ）
 と
し
 て
 取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 

コ
セ
 岡
の
㏄
は
な
お
㏄
 甘
 の
に
見
ら
れ
る
総
七
口
 せ
 囲
の
が
  

 
 
 

 
 

の
 構
造
の
な
ご
り
を
止
め
て
お
り
、
準
備
行
為
と
し
て
 ゼ
 0
 圏
 、
副
要
素
と
し
て
 村
 a
r
m
a
 
コ
を
 伴
っ
て
い
る
。
 

ltti 思想の歴史 廿 

説
く
の
に
急
な
余
り
、
宗
教
的
努
力
そ
の
も
の
の
放
棄
 を
 意
味
す
る
 
組
旧
コ
ゼ
詳
ゅ
 
を
一
つ
の
 亡
で
囲
速
 と
し
て
 充
分
宣
揚
す
る
ま
で
に
 

至
っ
て
い
な
い
。
 

レ
ヴ
 
の
に
お
い
て
、
 終
 セ
ミ
援
が
は
主
と
し
て
 コ
ゼ
 
囲
の
が
 
と
い
う
名
の
下
に
、
人
為
に
対
す
る
無
力
意
識
を
前
提
 し
 な
が
ら
、
最
高
の
方
⑱
 

鮒
ガ
 a
r
 
ヨ
リ
コ
と
 共
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
 

い
 オ
 の
は
 
終
旧
 哀
叫
の
㏄
の
前
段
階
を
成
す
 
日
 。
穏
の
完
成
 に
 向
け
て
の
宗
教
的
努
力
を
 

 
 

既
に
最
古
層
の
 ウ
パ
ニ
シ
 
ヤ
ッ
ド
に
 放
 い
て
、
翌
日
 リ
コ
 の
み
を
欲
す
る
人
が
、
息
子
財
産
等
を
棄
て
て
遊
行
す
 る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
 

て
い
る
。
（
 

お
 ）
彼
ら
は
娑
羅
門
的
生
活
様
式
の
一
切
を
棄
て
る
 と

こ
ろ
か
ら
「
完
全
に
放
棄
す
る
人
（
 

お
 七
ロ
 セ
 抑
の
 
ぃ
コ
 
）
」
 と
 呼
ば
れ
た
が
、
同
時
 

に
 内
面
的
に
も
自
我
に
対
す
る
執
着
と
欲
望
を
放
棄
し
て
 お
り
、
生
き
た
ま
ま
 日
っ
オ
ゅ
 
㏄
に
到
る
者
で
あ
っ
た
。
 
そ
れ
故
、
日
 0
 ガ
ゅ
 
a
 に
 到
 

る
 為
の
宗
教
的
努
力
も
今
や
彼
ら
に
と
っ
て
は
必
要
で
は
 な
く
な
っ
た
。
後
世
紹
巴
 摂
援
 ㏄の
名
の
も
と
に
、
 

「
 日
 0
%
 
ゅ
 簿
を
達
成
す
る
 

機
能
へ
の
意
図
を
伴
っ
た
宗
教
的
努
力
の
放
棄
」
の
 思
 想
 が
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
 発
 瑞
を
既
に
こ
こ
に
認
め
る
こ
 と
が
で
き
よ
う
。
 

そ
の
後
、
総
 旧
コ
せ
り
 
の
 ゅ
 は
、
 耳
 注
ヨ
 の
 8
%
 ダ
抽
叫
 Ⅰ
 
プ
曲
降
 
プ
悶
 ・
 4
 目
コ
 
a
p
r
a
 

の
（
 

ゴ
い
 に
続
く
第
四
の
住
 期
 
（
叫
か
（
㏄
 

目
し
 
と
し
て
、
人
生
段
階
 

（
 
帥
 ）
 

の
中
に
組
み
こ
ま
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
学
習
、
祭
祀
・
 布
 施
 、
苦
行
・
断
食
と
い
っ
た
外
面
的
行
為
を
実
践
す
る
 先
行
の
三
佐
 期
 に
対
し
 

て
 、
 紺
旧
コ
せ
囲
は
は
 ぎ
ョ
目
の
認
識
に
向
け
て
の
 
内
 面
的
努
力
す
な
わ
ち
 セ
 。
奉
に
専
念
す
る
佳
期
と
な
り
、
 

こ
う
し
て
 
終
旧
コ
 せ
 り
 の
の
 

ほ
せ
 。
ゆ
が
を
準
備
行
為
と
し
て
そ
の
内
に
吸
収
す
る
こ
 

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
つ
の
佳
期
と
し
て
固
定
さ
れ
 

  

が
 経
つ
に
つ
れ
て
牙
銭
ョ
鎧
の
放
棄
と
い
う
行
為
の
み
 
を
意
味
し
、
そ
の
内
実
を
失
っ
て
い
っ
た
も
の
と
 息
 わ
 れ
る
。
 

㏄
二
の
は
形
骸
化
し
た
総
七
尾
掛
 い
 
に
再
び
精
神
的
内
 実
を
与
え
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
 

村
斡
 
（
 
ョ
 捲
の
放
棄
と
 い
う
外
形
を
問
題
に
 

し
 低
い
そ
の
精
神
主
義
は
、
結
果
的
に
村
 曲
 （
 5
 銭
の
遵
 守
 と
い
う
保
守
的
態
度
に
連
な
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
 し
て
の
り
 ち
コ
日
卸
の
ゅ
 
は
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0 円 わ 

（
 
3
 ）
 
コ
 ・
 
力
ぃ
 
Ⅱ
。
甘
い
 

こ
宙
 
甘
ユ
・
ミ
ロ
 
叩
め
ミ
 
Ⅰ
 乙
さ
 Ⅱ
 ヰ
 
寸
心
 め
叩
窯
接
 

Ⅰ
 っ
 Ⅰ
 ト
 
寸
心
Ⅱ
 ぬ
ド
ミ
 

セ
田
田
～
㏄
 

ト
も
 
Ⅰ
 ヒ
っ
 Ⅰ
 ト
 
オ
心
 ぺ
 Ⅰ
ま
お
 
怒
ミ
 
Ⅰ
 め
 e
 い
と
 の
 巴
 0
 年
 （
（
 

p
P
 

目
リ
は
こ
の
 巴
 

想
を
 
%
 
安
ぃ
目
口
已
に
帰
す
る
。
 
Q
 ま
 ～
～
 
ぼ
 「
 軋
下
ぬ
ぺ
 ～
～
 
寮
吋
 
0
 
0
 

Ⅱ
 ～
 ま
簿
べ
 
a
 。
 4
 日
・
 目
 ，
 ロ
 ・
の
㏄
は
 下
才
い
ヘ
 が
 
ヴ
年
 
㏄
 ガ
 臣
か
ら
発
展
さ
 せ
た
も
の
と
す
 

る
 。
の
・
 
之
 ・
し
 
い
 の
 
幅
由
 
Ⅰ
 団
 ，
 曲
 ～
め
ぎ
 
ド
 Ⅰ
 0
 Ⅱ
 卜
 さ
 荘
 ぎ
さ
 憶
ミ
 ～
 
っ
め
 
0
 寸
寸
 
セ
 （
略
号
 由
ト
 下
さ
 ，
 4
0
 
一
 
・
 巳
 
9
 ヨ
 串
ぎ
摯
 
Ⅰ
 ま
ウ
 -
p
.
 
お
は
 下
下
母
の
宗
教
 

感
情
に
帰
す
る
。
の
 
ぃ
 「
 
つ
の
コ
 
（
の
 
ぺ
，
ぎ
 ㌻
 ま
ぎ
 レ
さ
 目
 ～
め
ぐ
 

い
 ～
 ぎ
 惑
や
 
Ⅰ
 0
 コ
 ま
コ
ト
 の
 い
 P
,
 や
ト
ト
 
の
は
円
の
 コ
 の
 日
 よ
の
産
物
で
あ
る
 こ
と
を
前
提
 
し
 

て
い
る
 0
 ま
た
、
ア
 
l
 リ
ヤ
ン
の
文
献
に
お
け
る
 笘
宅
う
 （
（
 
@
 に
 舌
口
 
放
 す
る
従
来
の
研
究
に
も
そ
れ
と
 円
 0
 コ
頓
 
ド
 ニ
 @
 と
の
因
果
関
 
係
は
充
分
考
察
 

さ
れ
て
い
な
い
 
o
c
 

（
・
 

べ
口
 こ
や
卍
の
り
，
 
P
 の
の
 
@
 し
 い
 の
的
年
ロ
（
 

ダ
斥
ト
ト
 
憶
ダ
目
 。
 つ
収
ト
申
 
・
一
 %
 （
（
 
0
 。
中
ヘ
 
ミ
目
悪
ノ
ヘ
セ
め
ヰ
づ
 

～
 
の
 ま
 -
 い
 。
 臣
ヰ
 
0
 コ
 ト
 つ
い
Ⅱ
・
Ⅰ
・
 

ト
 い
の
・
 

（
 2
 ）
本
稿
は
、
「
自
己
の
行
為
に
救
済
促
進
の
機
能
を
も
た
 せ
る
意
図
を
伴
っ
た
宗
教
的
努
力
の
放
棄
」
の
思
想
の
歴
史
的
 展
開
の
跡
を
た
ど
る
も
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
は
時
代
の
相
違
に
応
じ
て
、
託
ち
 コ
せ
河
 
終
 ・
 自
下
の
 
a
 。
の
 

a
r
v
 

注
 せ
羽
 
㏄
 ヂ
屈
い
 で
 ぃ
三
 
そ
の
他
の
語
で
表
現
 さ
れ
、
通
史
的
 

に
一
貫
す
る
術
語
は
な
い
っ
本
稿
に
お
い
て
は
、
便
宜
上
こ
の
 思
想
を
組
七
尾
 援
 a
 又
は
叉
 ぜ
ぃ
 （
（
 
@
 で
妻
 わ
し
、
特
に
円
の
 コ
幅
ゥ
荻
 

@
 
 
派
の
 

名
曲
Ⅰ
 
ド
 （
（
 
@
 思
想
を
述
べ
る
時
に
は
、
 

H
@
 
蛋
い
て
 
㏄
（
（
 

@
 を
 用
い
る
 
@
 
」
と
に
す
る
。
 

注
 

（
Ⅰ
）
 ひ
コ
そ
 
生
苦
 ド
へ
い
 
の
 T
e
 

臣
の
凹
 

生
 と
せ
 い
 宙
の
岨
 

巴
 主
へ
の
 分
 裂
は
、
 後
に
 
宙
 校田
主
の
始
祖
と
さ
れ
る
曲
目
 比
 Ⅰ
 0
 戸
 自
 。
 
ぎ
 Ⅱ
 い
 の
頃
に
は
未
だ
明
確
 

で
は
な
く
、
彼
に
一
世
代
遅
れ
る
く
 e
 
由
 羽
コ
 
宙
 Ⅰ
 ゑ
 守
二
ト
・
 
ロ
 ・
 ト
り
 
目
 の
 生
 ）
の
晩
年
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
 玖
 ，
 
ン
 ・
の
 
0
 
 
 

d
 の
二
拍
 

ぃ
宙
 
@
p
 二
色
 く
 P
 ヰ
い
 
仮
の
下
 
@
 Ⅰ
 下
ト
め
ト
つ
ト
 

0
 。
や
㍉
 ト
の
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Prapatti   思想 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
1
 
2
 ）
 

の 歴史的展開 

（ 11 ） 
（
 
0
0
 
）
 

（
 ハ
 
Ⅰ
）
 

へ
ハ
 

・
 
l
1
 

U
 ）
 

と
し
て
の
地
位
を
充
分
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
（
 叫
 ト
カ
ミ
ニ
・
 ワ
簿
 ）
 と
 舌
ロ
 
い
 得
る
。
円
 い
 
2
%
 
思
想
と
合
流
し
て
か
ら
は
、
 

ヴ
 す
 p
F
 
（
 
@
 の
 地
位
 

は
 大
い
に
高
め
ら
れ
、
方
が
（
 冒
 . 古
里
 且
せ
 0
 幅
り
を
凌
ぎ
（
 臣
 苅
 Ⅰ
Ⅰ
 
軋
 Ⅰ
 ヰ
鮭
 
Ⅰ
 討
 Ⅰ
 
へ
句
 
亀
ト
 

r
a
,
 

㏄
 り
 @
 体
Ⅰ
 さ
 も
も
 
ミ
ヒ
 
Ⅰ
 ヰ
オ
 
Ⅰ
 か
ト
 
Ⅰ
の
 
沌
ト
 
r
a
 

、
㏄
 

ど
、
 
他
の
手
段
は
 

必
要
な
し
と
さ
え
述
べ
わ
れ
る
③
 
し
 P
 

め
 ・
の
・
）
 

デ
ト
 の
・
 ケ
ゴ
 の
 ど
 。
そ
れ
に
比
例
し
て
せ
。
 
抽
 り
の
地
位
は
著
し
く
低
下
し
、
 

不
 必
要
と
み
な
す
 

も
の
も
あ
る
（
口
ロ
 9
 
ヰ
 ・
 
べ
 ・
 
q
 へ
 、
 か
 ・
 
q
.
 
）
 串
 ）
。
他
方
方
 ゆ
ヨ
自
コ
仁
 

養
 
や
せ
注
お
生
生
 

に
放
 い
て
も
、
 日
 0
 ㏄
 ぃ
は
 独
立
し
た
 
廷
っ
リ
 
セ
 ハ
 と
し
て
の
 
地
 

位
を
失
い
、
 
ミ
こ
ォ
 （
 
@
 を
 助
長
す
る
手
段
と
さ
れ
て
い
る
（
 ぺ
 Ⅰ
 
し
 、
宙
ぎ
 （
 ヨ
か
す
 
ア
ロ
村
田
 
斜
 コ
ダ
 き
 ）
。
Ⅰ
 
つ
 と
下
り
に
 見
 わ
れ
る
 
せ
 0
 ㏄
 い
 と
ヴ
オ
の
 
ガ
ヱ
 

の
 転
換
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
  
 

師
匠
（
の
 目
 （
Ⅰ
）
を
通
じ
て
の
解
脱
と
い
う
こ
と
は
、
 

め
驚
鼓
ネ
 ぐ
 Ⅰ
 キ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
っ
 ㌧
Ⅰ
 
ま
 Ⅰ
 
七
 Ⅰ
も
・
の
・
い
の
・
 

ロ
ア
 
の
，
 鵠
 ・
 
い
 切
に
既
に
述
べ
ら
れ
 

一
部
の
 

㌧
の
砂
の
 

キ
弾
 冨
田
や
三
 %
 
に
も
㎏
 廷
 「
 
目
 サ
ゴ
 
牛
 曲
を
勤
め
る
記
述
が
 見
ら
れ
る
（
）
の
 ，
ゲ
む
肚
 @
 Ⅰ
 弓
 ・
の
み
・
）
 

ぃ
 
e
 

が
、
そ
れ
を
 
屈
っ
い
 
せ
 い
と
し
て
認
め
 

る
の
は
 
卜
丁
 母
の
ひ
と
り
 
旨
 接
串
 巨
 「
巴
金
 
丘
 
に
始
ま
る
と
言
わ
 
れ
る
（
 

0
.
 

の
 0
 ヰ
「
 
ヰ
 由
の
「
・
も
 

氏
 「
 目
ト
 
～
さ
も
悪
み
ま
 

悪
タ
 ア
総
）
。
 

オ
 自
す
 王
 ：
・
す
す
り
 

v
a
 

巨
 W
 （
 
ヨ
ド
 
ガ
 い
ず
 
・
名
臣
「
均
せ
㏄
 

づ
 
a
@
 セ
 ゆ
の
 
口
 Ⅰ
の
せ
 
り
 は
 
「
存
在
者
」
 谷
ぎ
壷
 （
）
で
Ⅰ
 キ
ゅ
ョ
 ～
は
そ
の
「
状
態
」
（
 
す
す
 
自
蕊
 ）
で
あ
る
 

（
 
い
 （
・
Ⅰ
 
円
 ・
㏄
・
 
ト
ト
 
1
 。
 Ⅰ
 白
 @
 日
の
 
コ
い
す
ア
河
ぺ
 

0
 コ
 い
サ
下
ド
セ
ド
ヱ
く
 

ゆ
の
目
印
の
せ
い
 

下
り
ド
コ
ゆ
円
ド
 

コ
リ
 
甘
 Ⅱ
 す
 す
 い
 せ
 い
田
ド
 

の
神
い
の
 

せ
由
 由
の
七
八
の
せ
 

い
 の
り
 サ
 す
白
 
ぺ
 0
.
 
オ
 ぃ
ョ
 Ⅰ
 
円
ノ
ヰ
ゅ
ミ
 

ヴ
プ
リ
 
せ
い
 
コ
コ
 曲
目
 
臣
せ
麓
巾
 

0
 隼
の
 
づ
 0
 ヴ
す
阻
ヰ
 

0
 下
片
幼
ヨ
 
可
が
 オ
ぃ
七
 つ
の
Ⅱ
 

ゆ
こ
 ）
か
ら
、
こ
こ
の
ま
う
 
せ
 の
（
は
敬
称
代
名
詞
と
し
て
 

コ
 あ
な
 た
 
（
神
々
の
神
 

三
 %
 宙
 セ
リ
 
つ
い
 
）
口
を
意
味
す
る
と
同
時
に
存
在
者
を
も
意
味
す
る
 と
 理
解
き
れ
る
。
 

ノ
 
%
Q
 
さ
 悪
め
き
 
ド
潮
 ・
の
㏄
 ト
の
 引
用
。
 

巾
ぃ
由
 
り
 臣
 ㌣
き
き
七
三
扇
 
は
 、
現
存
す
る
も
の
が
三
八
種
、
名
称
 の
み
残
る
も
の
を
加
え
る
と
 二
 0
0
 
種
を
越
す
が
、
成
立
時
期
 に
よ
っ
て
 、
 Ⅲ
 

0
 （
 
寅
ぎ
目
 約
七
 ま
醸
 ・
㈲
 南
 イ
ソ
 ド
 で
著
さ
れ
た
 
き
づ
 三
軒
，
 ㈲
後
期
の
偽
作
の
三
種
に
分
類
さ
れ
る
の
Ⅲ
は
、
ほ
ほ
 三
 1
 
八
 世
紀
に
北
イ
ン
 

ド
で
 製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
 

ド
 ド
 ヨ
岸
 文
化
と
接
触
す
る
以
前
 の
 北
方
系
 へ
ま
笘
い
 ま
の
 
ヨ
 
の
一
面
を
知
る
た
め
に
貴
重
な
資
料
で
 あ
る
。
㌔
・
 0
 

㏄
 ぃ
ゴ
 
Ⅱ
い
毎
の
Ⅰ
Ⅰ
 

さ
叶
ド
 

つ
も
悪
ぃ
臣
も
さ
 

ヰ
つ
ヰ
 
浮
め
㍉
Ⅰ
 
ゑ
 ハ
 
%
 ぺ
簿
ヰ
 
Ⅰ
Ⅰ
 Q
 さ
も
ト
オ
 
心
ト
 討
 や
ひ
悪
も
討
 

笘
 ㎏
 Q
 の
 さ
 ミ
こ
 
%
 ぬ
・
下
色
せ
 
い
 （
）
の
日
の
一
の
 

0
 ゑ
コ
 由
 り
 0
 回
Ⅰ
 
セ
 ヂ
円
 す
の
巾
の
 
ゴ
 

の
ぃ
 
（
 
ゆ
 （
「
の
の
 

0
 「
 ロ
ア
ぃ
 
拍
の
せ
 
い
 田
い
 
援
ヰ
ぺ
 
p
,
 Ⅰ
 目
 
り
く
 

ナ
め
 田
の
 

P
P
 

、
つ
つ
・
の
の
 

白
｜
 の
ウ
ト
 

く
 
十
ヴ
 
の
 。
起
 つ
 ・
 い
ト
 
ー
 い
 0
 。
㏄
の
 
-
 の
の
、
切
の
 

１
の
肚
 

こ
の
他
に
 、
穏
ヨ
ぃ
コ
単
終
 2
 ぃ
（
つ
 

い
セ
ぃ
ヨ
 
G
 ド
器
 ）
 -
 の
く
 
藍
ヨ
ぃ
臼
 ㌢
 ヨ
 @
 
）
の
の
 
ぃ
ヨ
コ
 
）
 り
絡
 （
の
～
・
 

づ
の
 
）
・
田
田
 コ
ゼ
り
あ
 （
の
 
べ
 ・
 コ
 ）
，
之
男
 ヨ
 い
 の
 
ぃ
 コ
ぃ
 

Ⅰ
 Ⅱ
つ
 
い
ヰ
の
 の
 

 
 

 
 

G
 の
・
 
い
 Ⅱ
）
・
 
由
 （
（
 

コ
ぃ
 日
 W
 的
 り
 G
 の
・
 
ト
ど
 

但
し
、
動
詞
形
は
若
干
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 ミ
 ・
 き
 ・
 コ
，
ま
 ・
㏄
 
㏄
 １
 の
の
・
 
ト
の
 
・
 
り
 0
 １
旬
Ⅱ
 

 
 

 
 

以
下
の
六
支
の
解
釈
に
は
 レ
ヴ
 
9
%
.
 
甘
｜
 燵
に
於
け
る
詳
説
 を
 参
考
に
し
た
。
こ
の
 木
 支
は
ぼ
 り
紐
 思
想
の
重
要
な
特
徴
を
 な
す
も
の
で
、
 



（
 父
 Ⅰ
 -
 

-
g
 

Ⅱ
 レ
 ）
 

・
 
Ⅱ
 
@
 り
 Ⅰ
 

 
  

 

り
 
2
 @
@
-
 

 
 

-
 
Ⅱ
 セ
 Ⅰ
 

Ⅰ
 
5
5
 
り
し
 

-
-
@
 

。
 し
 

日
 
6
 し
 

一
 
7
-
 

Ⅰ
 づ
，
 P
 ～
・
 
ゥ
っ
 １
日
に
挙
げ
ら
れ
、
 
ミ
 ・
の
の
 
｜
ぎ
 ・
 ま
 ・
～
 
べ
｜
 ㏄
 っ
 
に
 
二
種
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

ぺ
 *
 
し
 ・
 年
ア
 
p
q
 
ヨ
ぎ
 プ
 ロ
 （
り
田
 
け
窟
，
 ㏄
㏄
に
 
い
 
の
 

 
 

 
 

い
て
は
、
㈲
㈲
が
一
女
 に
 合
わ
さ
れ
、
全
体
で
五
 支
 と
な
っ
て
 
い
る
。
な
お
、
 臼
 コ
 %
 且
く
ぬ
曲
簿
さ
 ～
 
寮
鮨
い
 
お
か
 Q
 、
 p
 ㏄
㏄
の
一
の
 
0
 せ
 ぎ
ヰ
 臣
の
 
ぎ
ヒ
 p
.
 ㌔
 再
ト
め
 

）
 ゆ
 P
e
.
 ワ
 P
P
o
 

の
参
照
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ
 円
，
ミ
 ・
套
に
は
の
 目
 哀
号
 臣
ぬ
ド
 の
同
義
語
と
し
て
℡
 ヨ
い
 き
 オ
ゆ
 
の
つ
 
い
 
が
 宰
 げ
ら
れ
て
い
る
。
 

O
 ア
 r
 、
ウ
，
の
 
o
.
N
 
）
 べ
 。
 N
N
 
）
 

祭
祀
の
構
成
要
素
と
身
体
の
構
成
要
素
の
対
比
は
寒
 ミ
志
ぉ
簿
 「
 凶
ヒ
Ⅰ
 
憶
 Ⅰ
 目
で
 Ⅰ
苦
も
 
マ
 Ⅰ
 目
 
（
の
 
&
.
 せ
い
 る
コ
コ
 P
 
鍋
ト
 ㏄
 ｜
 俺
の
）
に
も
見
ら
 
れ
る
か
、
そ
こ
 

で
は
精
神
的
祭
祀
也
行
 う
 者
の
体
部
が
祭
祀
の
構
成
要
素
に
対
 比
さ
れ
て
お
り
、
の
 
ぉ
羽
ぉ
隠
 
・
に
 b
 ：
 9
%
 
１
 9
 ト
 ・
㍉
Ⅱ
 ぬ
 さ
ぬ
心
さ
～
㌻
 

6
 モ
 Ⅰ
 守
 ㌧
・
 
、
 P
 １
 %
 

な
ど
に
 兄
 わ
れ
る
で
Ⅰ
 叶
 っ
 り
抽
呂
ゴ
 
0
 （
「
の
（
 
0
 （
・
 
ト
 0
.
 叫
窩
 紅
隈
日
当
・
 
し
 「
 い
 す
 ヨ
ぎ
 ・
 刃
ぎ
由
吐
 り
目
ヰ
 由
 。
 コ
 。
亡
臣
 
い
 の
「
 
、
 三
 %
N
 憶
い
 0
,
@
 ヒ
，
つ
 
㌧
ど
の
一
環
と
と
 

成
し
て
い
る
。
下
す
の
に
お
い
て
は
、
こ
の
精
神
的
用
 
祀
は
、
武
 
器
 を
も
っ
た
神
の
絵
仰
に
対
す
る
 苗
廿
 
と
し
で
行
わ
れ
て
お
 Ⅱ
 ,
 
（
㏄
 
べ
 ・
り
り
 ｜
 

の
ご
 、
絶
対
者
は
完
全
に
外
在
 祝
 さ
れ
、
 
惇
日
の
コ
托
究
 c
 結
果
 と
し
て
の
 
ビ
ヨ
 p
-
-
 

日
 ど
か
 ノ
と
一
 
綻
を
回
し
て
い
る
点
が
泣
日
さ
 れ
る
。
 

・
 ま
 ・
 ト
ベ
二
 Ⅲ
 弓
 ）
 
コ
ち
肝
伶
 
-
 
）
 
p
-
 
せ
 ㏄
は
ま
た
 
コ
セ
 
軌
の
 
リ
 ヨ
 レ
 %
 増
 健
 
-
 
㏄
 づ
 ・
 葵
 、
と
も
表
現
さ
れ
、
人
が
Ⅲ
に
乗
り
さ
え
す
れ
ば
、
 
 
 

下
す
の
 

で
あ
る
 
由
弗
ヱ
の
 
仕
事
で
九
る
と
も
舌
ロ
わ
れ
る
（
 
ミ
 ・
 ぎ
 ）
。
 

し
ゴ
の
 ，
ド
べ
 "
 肝
ト
 P
 。
 ゴ
 ト
ミ
ー
 オ
 ・
 ゴ
 Ⅰ
の
 
｜
 N
o
,
P
 ㎏
 ご
ト
 P
%
 

口
オ
 0
 
に
お
い
て
 八
 Ⅰ
 オ
 ミ
ヨ
 ぃ
 Ⅱ
 、
は
 、
聖
典
に
規
定
さ
れ
た
 義
 再
 
（
 N
.
 
ぎ
 ・
 葵
 、
の
・
 笛
 ，
 田
 ・
 4
 ご
 、
道
徳
官
・
 
き
 l
1
 
亡
 、
 ト
 ・
 q
 ｜
 タ
ブ
ト
 ）
」
、
 正
 

義
 
Ⅰ
Ⅰ
 
斧
ひ
 Ⅰ
 ｜
ゆ
 0
 、
の
下
 」
、
 日
 。
 ぬ
 の
（
 

0
.
 

俺
 P
 
）
 斧
 Ⅱ
ぎ
の
才
色
 d
 
咳
 
，
 て
 用
い
ら
れ
る
。
 
-
 へ
モ
 ど
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
ば
以
下
  
 

捷
 ㏄
 ヨ
け
コ
 Ⅰ
 ト
に
 
・
っ
て
こ
の
 
両
拮
甘
 同
曲
と
み
た
す
。
 
仮
 ・
 そ
 p
-
 
）
 巾
白
岸
 0
 コ
の
 
コ
，
あ
も
 や
 Q
 、
つ
 ・
）
の
の
，
 
コ
 ・
 の
 の
り
 

し
 n
c
 

の
の
の
 

コ
 ・
 ヤ
 -
-
 

～
～
 

Q
b
o
 

㌧
 ざ
 ㎏
 
晃
 ～
㌻
 
ぬ
只
 ㌧
Ⅰ
 ま
 お
さ
も
 タ
宙
 ・
 す
ヒ
 の
の
 巨
の
コ
 
・
 ニ
 0
 ミ
 
ペ
 。
Ⅱ
 
オ
ト
 の
 つ
 の
。
で
㏄
 べ
 ㏄
 

 
 

Ⅱ
 ヨ
ド
 l
@
 ㌧
 下
ド
 
-
 
㏄
 @
 ㏄
・
り
戸
・
 
り
 ・
Ⅰ
㏄
・
Ⅰ
㏄
・
 

-
-
 
１
キ
 ド
、
 Ⅰ
㏄
・
に
 

、
 ㏄
 "
 っ
 ・
 

㏄
 ヱ
 し
 れ
 ㏄
 

ド
 ・
 串
焚
 
・
 ト
 ・
い
つ
・
 
り
 ・
Ⅰ
 
つ
，
ト
の
 
・
の
・
の
・
㏄
 
い
由
 
-
 
打
り
 
-
 
で
ト
 @
 ひ
 ・
㏄
・
 ト
 ・
 飽
 Ⅰ
㏄
 
ゴ
甘
 す
い
 @
 ト
り
 
・
 ト
の
 
。
 ト
肚
 
・
い
り
・
 
拝
卸
 
（
）
 
@
 
い
 一
い
・
Ⅱ
 
ト
 ・
 白
 ・
 い
幸
 
・
い
こ
す
 
オ
 シ
い
白
す
 
す
 い
 @
 ト
 い
 ・
 ト
 Ⅱ
 

の
こ
デ
二
 
㏄
臼
ヱ
 
ゆ
打
ユ
り
 @
 い
 丁
 0
.
 ぺ
了
 い
せ
 
い
一
ド
の
 
・
 り
 ）
・
 @
-
-
 

あ
ろ
 ，
身
 @
 体
 的
オ
ぃ
 「
 ヨ
ド
コ
 の
の
 p
-
 
づ
 @
 ド
 ニ
 へ
り
の
を
円
く
 
%
 台
に
は
、
日
の
士
 
（
 プ
 す
り
沢
田
 
く
ト
 
-
 
ニ
 

が
 附
加
さ
れ
、
 
鰯
 ち
 %
 
り
 う
は
 
一
 
・
㌍
 沖
 Ⅰ
 加
 白
目
へ
の
一
二
㍉
 
」
へ
と
 
自
咄
 Ⅲ
 仁
 
円
さ
れ
：
「
 ド
ぎ
 」
 阿
ま
 。
 罵
 ・
 0
 、
 奏
 ・
の
 
づ
 ）
。
 こ
，
 @
@
@
 
世
世
 

 
 

以
下
の
担
ど
と
の
 
凹
辿
 に
お
い
て
い
 ア
 の
・
 ジ
肚
 
参
照
。
 

い
ァ
ダ
じ
 ・
の
 
｜
と
 
こ
 ，
お
 。
 ふ
 ・
 ま
｜
ぎ
 ・
 ま
 ・
 き
 i
 主
も
奴
 似
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6
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-
l
f
n
z
 

）
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ア
帝
ぺ
ざ
 
Ⅰ
由
旬
Ⅱ
 

ぬ
お
セ
ぬ
や
 

Ⅰ
 守
 ㌧
 ぬ
ボ
 
㌫
Ⅰ
も
 
、
下
い
 ㏄
 p
.
 
ト
笘
 の
、
ヰ
 
・
 
ミ
 ・
 
い
 ㏄
 

一
、
 

㌘
）
 C
 チ
ロ
の
廷
の
の
の
 

コ
，
 0
 ロ
 ・
 
n
@
 
（
・
 

，
や
 ㏄
Ⅱ
 
肚
 

「
 
0
0
 
）
 ぺ
出
 
Ⅰ
 
レ
、
由
す
 

㏄
「
ヨ
り
 

ヴ
 す
口
㎡
 

ど
 ひ
り
 
コ
 a
.
 い
 ㏄
 一
コ
 
く
り
の
 

a
 ゑ
 &
 ヒ
り
 で
Ⅰ
 
い
 で
 り
 （
（
 

ぎ
 ・
 コ
ド
め
 

の
 
ぃ
 は
で
（
 蛋
 三
日
想
を
拉
く
 
拉
 Ⅱ
 弗
古
肚
に
 よ
く
 片
 ・
い
わ
れ
て
い
 

｜
ソ
 
～
）
 

、
ひ
の
ド
ミ
 

-
a
 
君
 p
,
 ウ
 
～
 
ヒ
ひ
 
の
い
と
こ
 

ロ
 
@
 ）
、
 

@
4
 

（
（
 

す
ジ
ど
ネ
 

n
n
a
r
a
.
 

の
（
 

C
.
 

へ
り
 

日
 
・
 
ミ
 Ⅱ
 
日
 
リ
ダ
 目
 ・
で
 ト
 ㏄
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,
 ）
㏄
の
）
。
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平家物語における 人間観 

づ
こ
の
物
語
り
の
性
格
と
そ
の
作
者
 

 
 

平
家
物
語
り
の
よ
う
に
異
本
の
多
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
 平
家
物
語
り
と
ほ
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
最
も
原
初
的
 な
 問
題
か
ら
は
じ
め
 

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
 ム
 「
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
書
誌
学
的
な
問
題
に
は
あ
 ま
り
深
く
入
ら
な
い
 

 
 

 
 

で
、
現
今
流
布
本
と
さ
れ
て
い
る
 寛
 
一
本
を
平
家
物
語
り
 
と
み
る
。
問
題
は
作
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 兼
好
法
師
の
徒
然
 草
の
ぴ
 

 
 

 
 

第
二
二
六
段
に
よ
れ
ば
、
信
濃
前
司
行
長
が
作
者
で
あ
 る
 。
「
 行
長
 入
道
平
家
物
語
り
を
作
り
て
生
仏
と
い
 ひ
け
 る
 盲
目
に
教
え
て
語
ら
 

よ つ ま ら 諸 

う て ざ 八 々 

な い ま 巻 の 

状 る の ま 人 
Ⅰ 煕 

況 。 群 で 間 
に 仝 像 ） 群 像が 宗教 は極 が登 源義 

が め 場 隆 興 辛 迫 ・ 

位 て す （ 亡 
置 個 る 九 す 
し 性 が 巻 る 
て 的 、 か の 

い な ド ら で 

る 清 う 十 あ 平 
か 感 マ 三 る 家 
を に と 巻 が の 
み 焦 し ま 、 繁 
よ   白 、 て で そ 栄 

う な は ） の と 
と あ 、 で 物 没 

平 

すてそあ るなれるりと 語落 
家 

め が ら 。 の の 

が ら の こ 軸 壮 

物 
妾 

こ 、 群 の に 大 
の こ 像 、 う な な 
稿 の は ち る ド   そ 甘ル コ ア し 

の 物 漬 で 八 ぅ マ 盛の主旨語り を とく 物は 占 
で に 人 に 、 綴 

  
あ お 問 注 平 る 
る け 像 日 清 こ 

。 る を さ 盛 の 

「 よ れ （ 物 
/ Ⅱ り る 一 語 
間 鮮 の 巻 り 

」 明 は か に 
  

観 に 清 ら は ひ - 
を 洋 盤 五   
探 彫 で 巻 愛 つ 

ぐ り あ ま ， @ 
り す り で と 

@. Ⅴ 

  る 、 ） 権 
人 た 彼 源 謀 

て 

間 め を 義 と   
情 人 ぐ （ め 

舘 

の 物 っ 六 ぐ   
ど と て 巻 っ 

の な さ か て 



語
ら
れ
る
こ
と
を
の
が
み
の
人
生
に
か
か
わ
ら
せ
な
が
，
 

ら
 語
り
を
 
ぅ
 け
と
る
。
語
り
手
は
聞
き
手
の
感
 曲
文
 モ
千
 感
 し
な
が
ら
、
 

  

ふさ 

は
 書
き
手
、
語
り
手
、
聞
き
手
の
順
序
で
高
低
が
あ
り
、
 聞
き
手
は
語
り
 @
 
生
麦
け
取
る
立
場
で
あ
り
、
受
身
的
に
五
 
町
り
手
に
共
 
明
 し
つ
つ
、
 

か
し
、
由
き
手
の
軟
秦
皮
、
語
り
 手
 の
そ
れ
、
聞
き
手
の
そ
れ
は
異
な
っ
て
い
る
。
所
謂
 学
曲
 旧
教
Ⅱ
に
つ
い
て
 -
 

こ
の
物
語
り
の
中
で
物
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
 

あ
る
。
（
 

4
 ）
語
り
も
の
に
は
当
然
「
 
阿
 」
を
語
り
た
い
か
と
 

い
う
そ
の
「
 
何
 ・
 
一
 が
な
 

せ
 」
た
の
で
あ
る
か
ら
、
 
行
長
 は
こ
の
物
語
り
の
書
き
 手
で
あ
っ
て
、
生
仏
と
い
う
盲
目
の
珪
世
法
師
が
語
り
手
 と
な
り
、
語
ら
れ
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
「
物
語
り
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 物
語
り
は
単
な
る
読
み
物
で
は
な
く
て
語
り
物
だ
っ
た
こ
 と
は
注
意
ず
べ
き
こ
と
 

で
あ
る
。
 

こ
の
物
語
り
は
語
ら
れ
な
が
ら
成
長
し
た
の
で
あ
る
か
，
 

ら
 、
は
じ
め
て
書
か
れ
、
語
ら
れ
た
平
家
物
語
り
が
そ
の
 ま
ま
、
我
々
披
見
の
 

流
布
本
平
家
物
語
（
 党
 
一
本
と
い
わ
れ
、
十
二
巻
に
 
濯
 

 
 

 
 

「
平
家
物
語
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
「
陳
平
家
」
と
い
 
わ
れ
る
も
の
は
六
巻
程
度
の
も
の
で
あ
（
 

2
@
 
 

っ
た
ろ
う
。
 そ
 れ

は
平
家
の
名
を
冠
 ，
レ
 

た
も
の
で
は
な
く
治
承
物
語
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
 ，
 
つ
 。
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば
三
牲
程
度
の
も
の
と
し
て
 成
 立
し
た
も
の
が
、
六
色
 

と
な
り
十
二
 
%
 と
な
っ
て
成
長
し
て
現
今
の
流
布
本
と
 な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
 ぱ
 作
者
問
題
と
重
大
な
目
 伊
 が
 お
 ろ
。
村
長
が
習
い
 

（
 
公
 
3
 
）
 

た
も
の
は
間
も
な
く
六
巻
と
な
り
、
つ
づ
い
て
十
二
巻
 と
 な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
陳
平
家
が
 濯
 頂
の
巻
を
 伴
ふ
 十
二
世
に
成
長
す
 

る
 に
ほ
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
物
語
り
ば
書
き
手
の
み
で
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
 語
ら
せ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 語
り
手
が
語
り
た
く
 

思
う
で
あ
ろ
う
よ
 う
 に
書
か
れ
る
傾
向
は
否
定
で
き
な
 い
し
、
語
り
手
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
聞
き
手
を
意
 詣
 せ
 ぬ
 わ
け
に
は
行
か
な
 

い
 。
書
き
手
、
語
り
手
、
聞
き
手
の
三
考
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 主
体
性
に
お
い
て
書
き
、
語
り
、
聞
き
な
が
ら
相
互
に
 反
薯
し
 感
応
し
つ
つ
、
 

書
き
、
語
り
、
聞
き
、
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
感
応
 状
 況
 の
な
か
で
何
が
こ
の
三
考
を
結
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
 る
か
、
そ
の
「
 阿
 」
 が
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手
に
と
っ
て
も
感
銘
の
深
い
も
の
を
好
ん
で
語
ろ
う
と
 

す
る
。
そ
れ
 ば
、
 語
り
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
よ
う
と
す
 

ろ
 こ
と
か
ら
ば
か
り
で
 

ミ
，
 -
 よ
毯
 ,
 
上
び
 
楡
 わ
ら
ま
か
り
で
な
く
、
花
押
に
人
 

卍
ニ
 し
て
下
り
手
付
 
身
つ
岱
 化
の
こ
と
を
 
巫
 ・
直
に
訴
え
 
よ
，
 
「
 
，
 

は
な
い
。
語
り
手
ド
・
 
単
ナ
 ：
 Z
 ニ
 

 
 

を
ヰ
 T
.
 

止
 
。
 
ぴ
 す
る
の
で
亡
く
 
、
 田
を
つ
け
て
 ザ
 
キ
ロ
 

を
も
っ
で
Ⅱ
 っ
 だ
の
で
 

あ
る
か
ら
、
語
り
手
は
書
き
手
の
書
士
も
の
の
意
味
を
了
 

解
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
わ
が
も
の
と
し
、
そ
れ
を
Ⅱ
 
手
 お
共
感
に
訴
え
よ
う
 

と
す
る
限
り
、
語
り
手
は
苫
き
手
と
聞
き
手
の
中
問
者
 

と
し
て
の
教
養
を
持
っ
べ
き
で
あ
り
、
結
局
は
読
み
出
女
 

内
学
 油
や
亜
 史
的
事
件
 

0
 市
浅
を
捨
て
去
っ
て
も
な
お
、
三
者
の
間
に
共
出
さ
れ
 

る
よ
う
な
 由
昧
 深
い
こ
と
が
 
@
 
ゆ
詰
 ら
れ
た
の
で
 甘
み
 
-
 
て
の
意
味
深
い
二
 
%
 Ⅱ
 
か
 

 
 

何
で
あ
る
か
を
追
 
う
て
 行
く
内
に
「
人
間
と
ば
何
ぞ
や
・
 

一
 
、
「
人
間
は
い
か
に
生
き
べ
 

き
か
 二
、
「
永
遠
を
生
き
ら
れ
 で
 -
 死
 手
品
 
咄
ム
 
w
.
 
こ
 

し
て
背
負
う
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
 

っ
づ
 り
な
が
，
 
り
 、
ど
こ
へ
 伺
 っ
て
生
き
て
行
く
の
か
。
」
「
愛
憎
 

迎
順
の
 う
ち
に
興
亡
流
転
の
渦
 

巻
き
に
流
さ
れ
て
行
く
人
間
の
給
准
は
、
本
当
の
人
間
 

の
 生
き
方
で
は
な
く
て
、
お
ろ
か
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
 

か
し
な
ど
の
人
間
と
し
 

て
 最
も
深
い
問
い
を
、
書
き
手
、
語
り
手
、
聞
き
手
は
 

-
 
て
 れ
ぞ
れ
自
身
の
心
奥
に
向
け
て
問
い
な
が
ら
、
 
語
り
、
聞
き
す
る
の
で
 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
り
成
立
の
週
程
で
六
巻
か
ら
 

十
二
巻
に
増
補
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
書
き
手
の
拍
 

荊
 レ
ミ
 
Ⅵ
 
り
 干
与
引
き
手
 

も
 、
内
面
的
に
相
互
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
 

-
6
-
 

、
ノ
 

Ⅱ
 し
 青
葉
に
凝
っ
た
 
ま
 じ
が
あ
ろ
が
 
コ
仮
歌
 と
み
る
こ
と
 
が
で
き
な
い
の
け
で
 

観
 

 
 

も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
物
語
り
の
 

一
 面
 で
あ
っ
て
、
部
分
的
に
は
 

 
 
 
 

 
 

。
そ
れ
ら
の
要
素
を
聞
き
手
の
感
銘
に
応
じ
ば
が
ら
 

語
 っ
て
行
く
の
だ
が
、
そ
の
 
底
 

渤
 

時
涯
 

-
 
。
 と
し
て
き
い
た
の
で
あ
る
。
合
戦
物
語
り
も
あ
る
 
で
は
、
人
間
の
「
運
命
」
を
語
ろ
 

う
 と
し
、
そ
れ
が
 

 
 

 
 

（
 
8
 ）
 

(
5
4
 

 
 
 
 

 
 

平
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
、
合
戦
を
描
く
た
め
に
の
み
 
合
戦
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 



平
家
物
語
り
の
性
格
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
作
者
の
性
 格
 と
作
者
の
意
図
す
る
所
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
す
る
。
上
述
 の
よ
う
な
成
立
過
程
 

を
 持
っ
て
い
る
平
家
物
語
り
に
つ
い
て
は
、
作
者
と
い
，
 
っ
 も
の
は
何
よ
り
も
書
き
手
で
あ
る
が
、
そ
の
書
き
手
は
 何
程
 か
 語
り
手
的
で
あ
 

り
、
 聞
き
手
的
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
き
た
が
、
 

語
 り
 手
、
聞
き
手
に
つ
い
て
そ
の
性
格
を
反
省
し
て
書
き
手
 に
 思
い
を
及
ぼ
す
こ
と
 

に
し
た
い
の
で
あ
る
。
 

-
9
 
）
 

語
り
手
は
生
仏
と
い
う
盲
目
の
琵
琶
法
師
で
あ
る
が
、
 当
 時
 琵
琶
法
師
は
学
識
の
低
い
旅
僧
で
あ
っ
て
学
識
高
い
 貴
族
 僧
 で
は
な
か
っ
 

た
の
で
、
然
る
べ
き
寺
に
所
属
し
て
学
問
や
修
行
を
し
 た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
卑
俗
な
姿
を
し
て
お
 り
 、
そ
の
語
り
に
よ
る
 

些
少
の
金
品
で
旅
行
脚
の
費
用
を
ま
か
な
っ
て
い
た
も
 の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
僧
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
 語
り
の
場
所
は
 、
 旅
の
 

途
中
の
辻
堂
 か
、
 宿
を
も
ら
っ
た
寺
で
あ
っ
た
り
、
 

時
 に
は
地
蔵
を
背
景
と
し
た
広
場
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
 そ
 ね
か
ら
察
せ
ら
れ
る
こ
 

と
は
、
語
り
は
何
程
 か
 説
得
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
語
り
の
中
で
「
 何
 」
を
説
得
し
た
か
が
、
 

平
家
物
語
り
の
根
底
的
 

主
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
題
と
な
 る
べ
き
「
 何
 」
は
書
き
手
、
語
り
手
、
聞
き
手
の
間
に
共
 感
 な
よ
ぶ
も
の
で
あ
っ
 

た
は
ず
で
あ
る
。
書
き
手
と
読
み
手
と
が
直
結
す
る
読
み
 も
の
と
ち
が
っ
て
、
中
間
に
語
り
手
を
通
じ
て
い
る
が
 、
そ
の
語
り
手
が
盲
目
 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
盲
目
 で
あ
る
た
め
書
き
手
か
ら
 一
 
・
何
か
」
を
受
け
と
る
の
に
 
も
、
 読
む
の
で
は
な
く
 

聞
く
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
け
と
り
方
は
極
め
て
内
向
 的
に
な
り
、
主
観
的
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
語
り
 の
中
か
ら
つ
け
と
ら
れ
 

た
も
の
は
 
一
 
1
 
何
 」
で
あ
っ
た
か
。
盲
目
琵
琶
法
師
に
と
っ
 て
 人
生
の
意
味
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
少
な
く
と
も
 権
 勢
を
得
る
こ
と
で
は
な
 

か
っ
た
し
、
栄
華
を
得
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
 る
 。
彼
等
の
欲
す
る
こ
と
は
生
活
の
た
め
の
最
低
の
も
 の
を
得
れ
ば
足
り
る
の
 

で
あ
っ
て
 、
 低
い
学
識
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
等
の
粘
 神
は
仏
道
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 盲
 目
 僧
の
内
面
的
態
度
、
 

内
向
的
態
度
は
仏
道
志
向
と
な
っ
て
い
る
の
は
自
然
な
 ァ
 -
 と
で
あ
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
学
解
的
教
養
が
低
い
 だ
け
に
、
そ
の
仏
道
志
 

向
は
単
純
素
直
に
し
て
情
緒
的
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
が
語
り
に
あ
ら
わ
れ
る
と
庶
民
に
 は
 感
銘
を
深
く
し
た
の
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で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
仏
道
と
は
仏
教
の
深
妙
の
教
理
は
 

と
も
か
く
と
し
て
、
端
的
に
人
の
世
を
苦
の
世
界
と
み
 

て
 、
抜
苦
与
楽
を
求
め
 

て
 転
迷
開
悟
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
実
に
対
し
 

て
 何
程
 か
 否
定
的
批
判
的
で
あ
り
、
未
来
に
お
け
る
 

仏
 果
を
願
う
こ
と
に
対
し
 

願
望
的
で
あ
る
。
そ
れ
 
故
 過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
は
 
詠
 嘆
 的
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
批
判
と
願
望
と
 

詠
嘆
を
経
う
て
一
条
の
 

感
傷
が
韻
律
を
も
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
琵
琶
の
昔
に
の
 

っ
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
 
憾
 侮
を
通
じ
て
聞
き
手
は
内
的
 
共
 感
を
以
て
仏
道
へ
の
 
志
 

何
 に
目
ざ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
で
そ
の
 

聞
き
手
に
は
、
か
な
り
の
学
識
あ
る
書
き
手
も
入
っ
て
 

い
 た
ろ
 う
 が
 、
 聞
き
手
は
 

学
識
的
に
で
は
な
く
専
ら
心
情
的
に
う
け
と
っ
た
と
い
 

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
書
き
手
は
こ
の
聞
き
手
の
側
に
心
を
位
 

置
 づ
け
な
が
ら
、
共
鳴
 

度
の
深
い
よ
う
に
種
々
な
る
増
補
を
行
っ
て
、
六
巻
か
 

，
 
り
 十
二
巻
（
 濯
 頂
の
巻
を
伴
う
も
の
）
に
成
長
し
た
の
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
書
き
も
の
は
語
ら
れ
た
ら
消
失
す
る
の
 

で
な
く
、
書
き
も
の
は
 
睡
 り
、
教
養
あ
る
読
み
手
に
読
ま
 
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
 

聞
か
れ
た
り
、
語
ら
れ
た
り
し
て
、
一
層
、
広
く
人
々
 

の
 共
感
に
支
え
ら
れ
て
、
一
面
に
は
読
み
も
の
と
し
て
 

成
 長
し
、
他
面
に
は
語
り
 

も
の
即
ち
聞
き
も
の
と
し
て
成
長
し
た
の
で
あ
る
が
、
 

琵
 琶
 法
師
の
如
き
存
在
は
社
会
の
変
動
に
弱
い
の
で
長
い
 

間
の
存
在
で
は
な
か
っ
 

た
か
ら
、
平
家
物
語
り
は
語
り
の
性
格
が
次
第
に
う
す
 

，
 
ら
ぎ
、
読
み
物
と
し
て
の
平
家
物
語
り
が
定
着
し
現
存
の
 

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
学
識
な
く
し
て
は
理
解
で
き
な
い
支
那
の
歴
史
 

的
 事
件
や
仏
教
用
語
な
ど
を
こ
の
物
語
り
が
も
っ
て
 

い
 る
の
は
、
よ
み
も
の
と
 

翻
 
し
て
の
歴
史
も
長
い
か
ら
で
あ
る
，
こ
の
よ
う
に
、
 

書
き
た
い
こ
と
、
語
り
た
い
こ
と
、
聞
き
た
い
こ
と
 

又
 は
 読
み
た
い
こ
と
、
そ
れ
が
 

平
家
物
語
り
に
流
れ
て
い
る
「
何
か
」
で
あ
る
。
 

平
 安
物
語
り
が
説
得
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
 

こ
 の
 「
何
か
」
が
あ
る
か
ら
だ
 

 
 

ね
と
い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
何
か
」
が
、
こ
の
 

物
語
の
主
題
で
あ
る
「
人
間
の
運
命
」
な
の
で
あ
る
。
 

人
間
の
道
 命
 と
は
、
ま
さ
し
 

 
 

如
し
。
猛
き
人
も
つ
ひ
に
滅
び
れ
、
ひ
と
へ
に
風
の
前
 

の
 塵
に
同
じ
 ピ
 と
い
う
こ
と
 

倒
れ
㌍
㌶
㌶
㍑
（
 鞘
び
 。
 バ
 。
 
一
 ，
Ⅰ
㌔
 わ
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き
 手
の
運
命
が
、
物
語
り
の
申
で
田
㍉
 さ
 ㌍
 、
伍
 ㌍
 I
J
.
.
]
J
 

-
L
 
一
 
が
ら
な
の
で
お
ろ
。
八
円
 め
卍
命
 を
活
る
こ
と
 

所
詫
は
 
「
 人
 Ⅲ
 ，
ケ
一
 

 
 

に
 に
 @
 え
た
ど
 ・
・
 

，
ぺ
 -
,
 リ
玉
 Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

う
ど
す
る
の
で
に
な
い
が
ら
、
 

芋
 

 
 

  

も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
 凹
ぅ
 の
に
ふ
占
わ
し
い
 
歴
 
史
的
 茸
柄
 が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
平
安
仁
田
 亡
 史
 で
あ
 モ
て
，
 こ
元
物
 

 
 

に
 史
実
 に
 軸
と
し
て
の
歴
史
 諾
 で
も
だ
 く
 、
 又
 上
白
Ⅳ
 

  

学
的
自
語
り
で
も
な
い
の
で
あ
 壬
 。
一
面
に
お
い
て
 史
 実
 を
ふ
ま
え
仁
が
ら
も
、
そ
の
史
実
の
つ
 ち
 わ
ら
 -
 
宇
り
 
出
し
た
 芋
 捕
を
物
語
 

り
、
 語
り
手
は
聞
き
手
と
対
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
，
 

ら
 、
こ
の
物
語
り
は
、
書
き
手
、
語
り
手
、
囲
ぎ
手
の
廿
 惑
 が
相
互
に
圧
 
H
@
 レ
 合
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
物
語
り
の
語
り
に
 

 
 

Ⅰ
 
Ⅰ
 而
 
キ
 
@
 
一
，
 

・
 
@
 
・
 
カ
 
、
 
.
 

或
は
説
教
的
要
 ポ
を
 持
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
 れ
に
し
ろ
、
物
語
り
に
流
れ
て
い
る
説
教
的
 亜
 求
が
人
士
 

  

を
 持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
か
ら
明
治
・
 大
 正
に
さ
か
ん
で
あ
っ
た
説
教
に
 節
愁
山
 

」
・
 

，
 
・
ん
 
c
 林
下
 -
 
づ
 も
の
が
あ
 っ
て
、
 聴
 間
者
も
多
く
 

経
世
で
あ
っ
た
の
も
語
り
も
の
の
一
種
と
み
て
よ
い
で
 あ
ろ
う
。
そ
の
説
教
に
お
い
で
語
ら
れ
る
五
 %
 が
 、
人
間
 の
 ℡
而
で
 
コ
 乙
が
 、
 。
 
-
 
、
 

@
 
Ⅱ
 -
 

0
 人
間
の
運
免
は
無
常
で
あ
り
 4
%
 
で
あ
る
。
即
ち
 、
人
 川
 の
逆
命
と
は
土
川
的
で
あ
る
。
そ
の
 無
轄
 と
心
 臣
 ：
」
 
が
ニ
 ・
 
ち
 せ
 つ
 ば
つ
ま
っ
 

た
 状
態
で
ぜ
ま
っ
て
い
る
の
が
死
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
 

 
 

、
 死
が
七
の
悲
 川
性
を
 

超
越
し
て
新
し
い
生
の
意
味
を
と
り
も
ど
す
の
が
、
 死
 @
 
を
 往
生
（
浄
土
へ
の
）
と
し
て
受
け
と
る
こ
し
，
 
ミ
 の
で
 

る
 。
 ま
 ざ
し
く
往
生
粋
 

土
は
生
の
悲
劇
 睦
 の
 赳
剋
 で
あ
っ
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
 往
生
浄
土
の
意
義
は
 、
 生
の
運
命
の
悲
回
生
を
く
ま
な
く
 さ
ぐ
っ
て
、
そ
れ
 
え
由
ぃ
 

源
 的
に
討
℡
 ず
 ・
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
 
平
 

 
 

、
字
典
的
に
 抹
莱
 を
も
 

っ
た
 思
想
と
仕
っ
て
い
た
の
 で
よ
 
@
 ぇ
し
 

よ
「
。
 

-
2
-
1
 

そ
れ
故
に
、
人
間
の
生
の
営
み
が
い
か
に
燕
口
的
で
あ
る
 か
を
く
ま
な
く
開
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
生
り
上
 が
生
の
浄
化
で
あ
る
   



平 官牧 拮 における人間 観 

く ず ニ が に み 杓 子 だ ち 
  八条 人 ノリ、Ⅰ 、｜ ： ヰ g 目 Ⅰ・ l … ， ても 語り は平 何 さ 、 三打 Ⅱ九の・・・、一人・ ロ " 由 し ， 」 の物 和尚 , ・。・ p セ @ @ ・ の フ め 一分 節 は に沈 @ - こつ @ の力 ・「・ 一 ，、 ， ・、 ：・・。。 -1- ・」 - 。 ， ， 吾り こ近 @ よ、 イナ 室 の んだ 玄徳 いて「 ・ べ 定 @@@ 窩亜 は @ Ⅱ においしり宅 @@P@ @ ，、 。 、 「 @ 時 ｜レ椛 となり のであ - 
大 め 下 て か 沙 頂 、 る 天   
真 ら り 平 車 上 曲 咄 娃 を 

つ   
、 近 も 一 な 屯 は め 

を みる山の迫七 :. ㍉ つ曲後た 
き 笘 門 立 じ 0 て の 白 の であ ：わ ぬ --, げ ・ @ @, ・ ・ ， タデ ， [ ， ・・・ 叶し ・ てい ｜姉 いる 妹徳 何人 

皇 る   
  

清 
、 に 立 ．     

  

      
    
  

 
 

陥
 ㌍
出
は
平
時
世
 と
 叶
お
で
 レ
 ・
プ
 

リ
 

 
 

 
 

-
 ・
・
 

-
 
」
上
 
げ
 臣
一
明
に
す
 ，
 る
こ
と
が
 
ホ
 
・
 
-
 き
ら
の
で
あ
 ニ
 ：
 庄
生
 

が
定
ま
ろ
 
ニ
 ・
・
 

一
 Ⅲ
の
Ⅲ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
が
平
家
物
語
り
を
聞
き
お
わ
り
読
み
お
わ
っ
た
 時
の
読
み
手
、
聞
き
手
の
感
銘
で
あ
る
，
 

セ
旦
 」
、
こ
の
物
語
り
の
作
者
と
い
わ
れ
る
「
 店 出
前
司
」
 

い
 、
 

U
 
-
 

：
 
-
@
 
 

卜
し
 

-
 
l
.
 

ド
 下
 
、
 
ざ
 Ⅱ
い
町
 

卜
 、
 
@
 
Ⅰ
 
1
.
 
ニ
ロ
 ，
 
つ
ハ
 
レ
 

少
明
れ
 隆
の
名
が
お
り
、
そ
の
子
に
「
下
町
子
付
 畏
 」
と
 い
う
人
が
い
る
 

婁
け
 @
 

（
・
Ⅰ
 

l
l
 
-
 

て
い
る
。
こ
の
推
定
に
は
異
論
の
苗
 祝
 が
あ
る
が
、
山
田
 孝
雄
の
研
究
以
後
、
行
長
を
作
者
と
み
ろ
の
が
 迂
 当
と
 

の
 笑
中
山
行
 陸
に
 つ
い
て
は
、
「
前
の
左
 少
辮
行
 陸
と
 聞
 え
 し
は
、
 
故
 中
山
中
納
言
 町
 時
の
目
の
長
男
な
り
」
で
 

  

 
 

@
 し
一
 

-
3
@
 

平
安
 均
 Ⅲ
 り
 @
 
巴
 Ⅲ
の
花
 

れ
る
打
目
 だ
 ・
 
-
 
一
 い
わ
れ
 

思
わ
れ
る
。
こ
の
 行
畏
 

あ
る
。
中
山
行
 隆
は
慈
 



行
 隆
は
格
別
平
家
 棚
的
 ム
ヒ
自
動
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
し
た
が
っ
て
、
中
山
行
 長
 も
か
た
よ
ら
ず
涼
平
の
興
亡
 を
 冷
静
に
み
つ
め
つ
っ
 

一
人
一
人
に
つ
い
て
人
間
と
し
て
の
心
底
を
み
と
ど
け
て
 、
人
間
の
運
命
の
哀
れ
さ
に
悪
い
を
致
し
た
の
で
あ
る
 。
村
長
は
平
家
没
落
 か
 

ら
 話
題
を
拾
い
上
げ
る
の
に
は
事
欠
か
ず
、
物
語
り
の
 ム
 

 
 

こ
の
 行
 長
は
九
条
兼
実
の
家
司
で
あ
っ
て
 兼
実
 が
関
白
を
 や
め
る
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
に
 、
 官
を
や
め
て
 野
 に
 下
っ
て
詩
文
の
道
 

に
 入
り
、
や
が
て
出
家
遁
世
し
て
入
道
と
な
る
。
そ
の
事
 情
 を
あ
わ
れ
に
思
っ
て
 兼
 実
の
弟
で
あ
る
 珪
錬
 和
尚
は
 
行
 長
を
大
概
 法
院
 に
引
 

（
 
l
-
 

2
 

き
と
り
、
こ
れ
を
扶
持
し
た
の
は
後
鳥
羽
 院
 で
あ
る
。
 生
 仏
 の
よ
う
な
盲
目
の
琵
琶
法
師
，
も
こ
こ
で
扶
持
さ
れ
て
 

い
た
の
で
、
 行
長
 と
生
 

仏
 と
の
関
係
は
こ
こ
で
相
当
内
面
的
に
深
ま
っ
た
も
の
 で
あ
る
。
こ
の
大
戦
法
悦
と
は
、
仏
道
入
門
の
し
る
し
と
 し
て
成
業
 濯
頂
 を
う
け
 

た
 天
ム
 ロ
、
直
 ミ
ロ
 
両
 教
の
僧
侶
や
説
経
師
、
声
明
家
、
音
曲
 家
な
ど
が
多
く
扶
持
さ
れ
て
、
学
問
、
儀
式
、
説
教
が
 盛
ん
で
あ
り
、
琵
琶
 法
 

師
 生
仏
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
 

行
 長
も
入
道
で
あ
り
 法
師
生
仏
と
は
す
く
な
く
と
も
仏
教
的
な
人
生
観
を
も
っ
 て
 通
ず
る
所
が
あ
っ
た
 

が
 、
そ
の
理
解
は
教
理
的
で
な
く
て
多
分
に
心
情
的
で
 

 
 

家
 物
語
り
の
も
つ
人
間
 

運
命
の
哀
史
と
内
面
的
に
深
く
自
然
に
結
び
つ
く
こ
と
 が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 

さ
て
こ
の
書
き
手
と
語
り
手
に
よ
っ
て
平
案
物
語
り
が
で
 き
上
っ
て
行
く
の
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
を
知
 る
こ
と
も
ま
た
こ
の
 

物
語
り
の
内
容
を
知
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
の
一
つ
で
 セ
 
め
 る
。
 兼
 実
の
日
記
で
あ
る
玉
葉
に
「
平
家
記
事
」
と
あ
 る
の
が
平
安
物
語
り
の
 

 
 

紫
 ま
で
下
っ
た
人
で
あ
る
が
、
平
家
没
落
に
よ
っ
て
 能
 登
 に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
 時
 忠
の
姉
を
妻
に
し
た
 

@
 
吐
 -
 

な
 説
得
力
を
も
っ
て
い
た
し
、
字
音
都
落
ち
に
際
し
て
 平
 家

に
つ
い
て
諸
般
の
持
 坤
に
 当
り
、
 
没
 蕗
の
悲
し
み
を
 身
を
も
っ
て
味
い
、
 
筑
 

 
 

そ で に 

こ あ っ 
に る い 

あ 。 て   
で 作 重 
あ 意 盛 
る な の 

。 き 弟， 
i チ 苗 こ 達 

侶吝 と @% 
に が つ 
忠 、 平 い 

勤 家 て   
つ 語 国   
そ に で 

ぅ 長 あ   
し 生   

た 命 源 
時 の 氏 
忠 ㊥存 に 
は す っ   
一 研 月 て   
は で 、 

・ 清 あ 平 

盛の に 立 権勢 読み 

下 手 つ 
で 、 と 

実 聞 か 
力 き 、 
を 字 源 
ふ 、 氏     
@ 口） 手 二五   
に 感 と   
っ 度 は 
て の し 
も 深 な 

太 さ い 
き も の 
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㏄
 
@
 

原
形
を
示
す
と
す
れ
ば
、
承
久
二
年
（
一
二
二
 0
 ）
に
 は
 
「
平
家
」
は
最
も
古
い
形
で
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
 
語
 り
っ
 が
れ
て
成
長
し
て
 

仁
治
三
年
（
一
二
四
二
年
）
 

頃
 吉
田
 資
 経
と
い
う
貴
族
 が
 十
二
巻
に
 濯
 頂
の
巷
を
そ
え
た
も
の
を
書
き
上
げ
、
 

そ
 れ
が
豊
一
と
い
う
名
手
 

た
る
検
校
に
よ
っ
て
語
り
物
と
し
て
完
成
さ
れ
た
と
い
，
 

え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
一
本
は
応
安
四
年
（
 一
 三
七
 
一
）
足
利
義
満
将
軍
持
 

代
 に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貫
一
本
に
よ
れ
ば
、
 

物
 語
り
の
内
容
と
在
っ
て
い
る
出
来
事
の
時
間
帯
は
 、
仁
 宏
二
年
（
一
一
六
 セ
 ）
 、
 

こ
れ
は
 清
盛
が
 太
政
大
臣
と
な
っ
た
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
 か
ら
三
十
二
年
を
経
て
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
 頼
 朝
 他
界
の
年
ま
で
で
あ
 

り
 、
そ
の
間
に
文
治
六
年
（
一
一
八
五
）
平
家
滅
亡
 と
 い
 う
 重
大
事
件
を
は
さ
ん
で
い
る
。
 

寛
 一
本
の
成
立
ま
で
 
に
は
一
七
 0
 年
余
り
の
 

歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
 

頼
朝
が
 死
ん
で
か
ら
そ
の
 孫
実
 朝
を
も
っ
て
源
氏
が
滅
 亡
し
、
頼
朝
の
妻
の
生
家
北
条
家
に
よ
っ
て
政
治
実
権
を
 と
ら
れ
た
が
、
そ
の
 

政
権
奪
取
は
、
陰
謀
と
欲
望
と
愛
惜
の
渦
巻
き
に
よ
る
 悲
劇
そ
の
も
の
で
あ
る
。
北
条
一
族
は
源
氏
と
い
う
人
間
 の
 内
臓
を
え
ぐ
り
と
る
 

よ
う
に
奪
っ
た
権
力
の
座
を
保
持
す
る
こ
と
に
の
み
 腐
 心
し
て
、
承
久
の
乱
の
如
く
 、
 敢
え
て
上
を
侵
し
、
下
を
 圧
し
、
世
を
制
し
っ
 づ
 

け
た
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
限
界
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
 北
条
政
権
の
命
脈
を
一
時
助
け
た
も
の
は
外
患
 元
冠
 
（
 
文
永
、
弘
安
の
役
）
の
 

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
過
ぎ
れ
ば
ひ
た
す
ら
凋
落
を
早
 め
 、
北
条
 氏
 は
か
つ
て
自
ら
が
行
っ
た
よ
う
に
部
下
で
 あ
っ
た
足
利
氏
に
よ
る
 

親
政
権
交
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
北
条
平
氏
と
足
 
利
 源
氏
と
の
交
代
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 人
 開
運
命
の
悲
劇
的
流
転
輪
廻
 

 
 

う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

寛
一
が
心
底
に
深
く
か
み
し
め
た
も
の
は
、
か
つ
 て
行
長
 、
生
仏
が
感
受
し
た
業
の
深
く
か
ら
ま
っ
た
 人
 間
の
演
ず
る
末
法
的
悲
劇
で
 

 
 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
平
家
物
語
り
」
 

甑
 "
 

は
 
「
語
り
」
と
し
て
琵
琶
弾
奏
を
と
も
な
 

う
哀
碗
 た
る
 語
り
節
の
韻
律
は
感
傷
に
 訴
 

麹
 

え
な
が
ら
説
得
 桂
 を
も
っ
て
 
、
 聞
き
手
の
感
銘
を
よ
 ん
だ
の
で
あ
る
。
最
も
古
い
原
平
家
の
成
立
（
一
二
二
 0
 ）
の
頃
は
す
で
に
外
祖
父
 

平
時
 政 に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
頼
豪
の
 弟
実
 朝
も
殺
さ
れ
 、

実
朝
を
殺
し
た
 甥
 公
暁
も
ま
た
殺
さ
れ
て
、
 
時
攻
め
 予
議
 時
が
 執
権
と
な
り
、
 
こ
 
109  (551) 



の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
仏
教
理
解
は
厭
離
機
上
、
欣
求
 浄
 土
 的
で
あ
り
、
極
め
て
往
生
 要
柴
 の
好
目
が
深
く
 、
浄
 七
教
典
の
用
 閂
 Ⅵ
四
打
 

 
 

心
情
的
に
待
望
す
る
所
の
平
安
朝
川
上
顎
的
で
あ
る
。
 兼
 実
は
法
然
を
深
く
 尊
 

敬
し
た
と
同
時
に
Ⅲ
 仕
ヰ
も
 尊
敬
し
て
い
石
が
 、
 

山
上
人
の
敢
字
は
互
に
 杣
 入
れ
れ
 ェ
 も
か
か
い
ら
ず
、
 曲
 牡
ミ
自
 
Ⅱ
 u
@
 
ち
 Ⅱ
・
に
 
@
F
 
徳
 

に
ず
，
ぐ
缶
 
仏
日
に
き
 む
 _
@
,
.
Y
 

献
身
し
 俗
 Ⅱ
を
超
え
た
 乙
仏
 者
と
し
て
 兼
 実
の
拍
 凸
 八
七
町
た
の
で
、
そ
の
月
世
心
，
 
q
-
 

凸
 え
て
こ
れ
を
教
理
的
 

  
%
 内
用
 @
 に
基
づ
こ
 
う
 と
し
た
が
故
に
、
宗
義
父
 は
小
 派
 に
か
た
よ
る
 
朋
 加
が
生
活
感
憤
か
ら
 迂
注
 し
て
人
心
を
 娃
 枕
し
て
い
た
 0
 こ
の
 

は
い
よ
う
の
な
い
混
乱
に
お
ち
い
り
、
愛
欲
争
乱
の
闇
 皿
 の
世
の
無
常
を
悦
 し
 、
仏
道
に
乗
じ
、
柴
栗
を
た
と
い
 未
来
に
お
い
て
で
も
 里
 

む
こ
と
が
人
生
の
意
義
で
あ
る
と
人
々
が
感
じ
と
る
こ
と
 は
 、
ま
こ
と
に
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
り
、
こ
の
欣
求
 川
上
の
思
潮
 
に
演
 

牲
 を
及
ぼ
し
た
は
の
恵
心
僧
都
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 平
家
物
語
り
の
仏
教
思
潮
 は
 、
数
匹
 論
 的
に
は
さ
 亡
き
 +
 
二
 の
 矛
盾
や
不
穏
 凸
 が
あ
 

 
 

 
 

  

（
 
4
 
0
4
 
）
 

か
か
る
人
生
 眈
む
 確
立
に
つ
い
て
、
教
理
的
学
解
の
立
 場
か
ら
進
ん
だ
名
僧
 知
 悪
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
 の
知
祇
は
 仏
教
 り
笘
 

の
旺
氏
 の
 悲
 側
を
脚
本
し
た
北
条
文
娘
の
権
謀
は
肉
親
の
 情
な
ど
の
通
用
し
な
い
苛
酷
陰
湿
を
極
め
、
そ
の
体
質
 を
つ
け
た
北
条
政
権
・
 ，
 
。
 

対
元
 括
を
境
に
し
て
衰
退
，
 ヒ
 ：
定
利
氏
に
政
権
を
卯
 
取
 さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
足
利
政
権
は
と
く
に
財
政
 政
策
の
矢
 敗
 に
よ
り
、
 

一
面
に
幽
玄
の
文
化
を
育
て
な
が
ら
、
他
面
は
つ
い
に
 下
 起
工
 的
 戦
国
争
乱
の
時
期
を
誘
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
 あ
る
。
か
く
て
 
義
凸
が
 

三
代
将
軍
と
な
っ
て
（
 一
 三
六
八
）
か
ら
、
 
群
娃
胡
拠
の
 戦
乱
の
進
行
が
急
速
に
早
ま
る
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
 歴
史
的
事
情
を
背
負
い
 

な
が
ら
、
現
実
的
事
象
と
物
語
り
事
象
と
を
ス
ラ
イ
ド
 さ
 せ
、
 語
り
手
（
こ
の
頃
に
な
れ
 ば
、
 少
し
づ
つ
の
増
補
 が
あ
る
と
し
て
も
そ
の
 

君
き
手
は
 す
で
に
詰
り
芋
の
位
置
に
心
位
を
置
き
な
が
，
 

ら
 書
い
て
い
る
）
と
聞
き
手
は
ふ
か
く
、
人
間
の
逆
命
を
 

  

@
%
 
Ⅰ
 共
 低
し
合
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
 漣
白
共
 庄
の
庶
民
 的
 心
情
に
、
王
朝
末
川
か
ら
 %
 台
時
代
に
か
け
て
の
 仏
 教
 的
人
生
 卸
が
、
 深
く
 

優
遊
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

 
 

何
 
・
か
り
に
亡
朝
の
岨
面
が
本
領
で
・
 

モ
り
 、
そ
こ
に
 啓
 

 
 

た
 の
 ピ
 白
山
庄
 刑
五
 

 
 

京物語にお け   

箱
）
 

ト
人
 
ヰ
 使
で
あ
る
と
Ⅱ
む
う
こ
と
が
 ネ
巳
 
き
 る
 。
 

ゴ
 

こ
の
物
語
の
人
間
 観
 

 
 

    

  
不
穏
 台
 と
し
て
責
む
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
  
 

ま
た
、
 明
肛
は
佳
 鳥
羽
上
皇
に
も
建
礼
門
院
に
も
戒
を
 授
け
た
が
、
そ
の
建
礼
門
院
は
寂
光
院
に
お
け
る
対
革
に
 お
い
て
「
・
・
・
・
・
・
 

穏
く
 

も
 弥
陀
の
本
願
に
乗
じ
て
、
五
障
三
従
の
苦
し
み
を
 遁
 ね
 、
三
時
に
六
根
を
清
め
て
、
一
筋
に
九
品
の
浄
刹
を
杣
 ひ
、
 専
ら
一
円
の
菩
 忙
 

 
 

い
、
麦
穂
幼
帝
が
 車
ノ
 浦
で
海
に
沈
ま
れ
る
時
は
 、
 帝
を
 い
ガ
 ・
 
て
 き
ま
い
ら
せ
た
 
二
 

仏
ゥ
月
 氏
子
 カ
 帝
に
申
し
た
こ
と
は
の
中
に
、
 

一
 
・
 
先
づ
束
 

ル
ク
 庄
ト
こ
ダ
托
 ，
，
河
上
・
 

こ
，
 
目
し
て
め
一
た
 ュ
 
さ
ぶ
。
 

つ
 -
-
 

に
 向
は
せ
給
ひ
て
、
伊
勢
大
神
宮
伏
し
拝
ま
ぜ
お
は
し
 ま
し
そ
 0
 モ
ア
 
H
 何
 

 
 

で
 国
方
，
 

 
 上

の
来
迎
に
 預
 ら
ん
と
、
誓
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、
 

仰
 念
仏
候
ふ
べ
し
。
こ
の
国
は
粟
 敢
 辺
土
と
中
し
て
、
心
憂
 き
界
に
て
候
ふ
。
あ
の
 

@
 
四
 -
 

 
 

曲
再
 
「
 て
 

 
 

 
 

い
る
が
、
こ
の
仏
教
理
解
は
心
情
的
平
安
時
代
的
浄
土
 理
 解
 で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
浄
土
教
的
で
あ
り
な
が
ら
 勒
埋
 
を
 異
に
す
る
 明
 憶
か
ら
 

も
 受
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

平
安
 牡
 括
り
の
作
者
は
仏
教
的
に
発
想
す
る
が
仏
教
学
 者
で
は
ね
 く
、
岳
 め
て
 昔
 Ⅰ
桂
と
 綬
弓
性
に
笘
み
 涼
平
 面
 

 
 

ら
み
合
う
て
演
ず
る
争
乱
の
悲
劇
を
冷
静
に
み
つ
め
、
 偏
 兄
も
巧
み
も
な
い
語
り
手
と
聞
き
手
の
仏
心
が
 度
醤
し
 企
つ
て
 。
こ
の
物
語
 文
 

 
 

学
が
 戊
畏
 し
た
の
で
あ
っ
て
 、
 書
き
手
を
行
 長
 入
道
と
 
O
O
 

み
、
語
り
手
を
盲
目
の
琵
琶
法
師
生
仏
と
み
る
の
が
適
当
 で
あ
る
。
聞
き
手
を
 

村
 
ル
生
二
 る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
衆
と
い
う
名
で
示
 す
 ，
と
す
れ
ば
、
こ
の
 物
苗
 り
は
特
出
の
立
 瑚
 、
 思
旺
に
立
 つ
も
の
で
ば
な
く
て
、
 

票
 己
な
ぁ
人
Ⅲ
 化
佑
 又
は
時
代
 E
 Ⅲ
が
聞
き
手
で
あ
る
し
 」
い
え
る
か
ら
、
平
安
 
胸
 語
り
は
書
き
手
、
語
り
手
、
 

閏
 章
 干
の
三
考
が
演
ず
る
 



る
 文
章
が
、
平
家
物
語
理
解
に
つ
い
て
多
く
の
人
々
を
 誤
 ら
せ
た
し
、
平
家
物
語
の
哀
調
は
仏
教
思
想
か
ら
来
る
 も
の
で
は
な
い
、
と
い
 

@
 
鴉
 ）
 

う
 人
も
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
 又
の
 
「
諸
行
無
常
」
「
 盛
 者
 必
衰
」
と
い
う
発
想
に
よ
る
心
情
は
濯
頂
の
巻
に
至
る
 ま
で
一
貫
し
て
流
れ
て
 

（
 
0
-
 

q
3
 

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
と
よ
り
筆
者
は
後
者
の
 意
見
が
適
切
で
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
平
家
物
語
り
 で
は
清
鑑
、
 
義
仲
 、
 義
 

経
の
三
人
が
主
な
る
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
三
人
 と
も
実
は
後
白
河
法
皇
（
建
久
三
年
一
一
九
二
崩
御
。
 頼
 朝
が
 将
軍
と
な
っ
た
の
 

も
こ
の
年
で
あ
る
。
）
の
権
謀
術
数
に
よ
っ
て
歴
史
の
場
 面 に
浮
沈
し
て
遂
に
、
あ
わ
れ
に
死
に
、
殺
さ
れ
る
の
 
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
 

し
く
悲
劇
的
運
命
の
現
実
化
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
 

死
 か
ら
生
を
み
れ
ば
、
人
間
の
悲
劇
性
は
実
は
喜
劇
的
要
素
 を
 持
っ
て
い
る
と
も
い
 

え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
八
口
戦
の
場
面
も
 

、
兵
 上
達
の
無
邪
気
そ
う
な
泣
き
も
笑
い
も
空
し
い
も
の
で
あ
 り
 、
人
間
の
悲
劇
的
 運
 

命
を
強
調
す
る
役
割
さ
え
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
 で
き
る
の
で
あ
る
。
 

後
白
河
法
皇
は
悲
劇
的
場
面
に
も
或
は
合
戦
の
場
面
に
 も
、
殆
 ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
 

催
 頂
の
巻
に
 至
 
っ
て
、
建
礼
門
院
 
と
 

の
 寂
光
院
で
の
対
話
に
お
い
て
は
、
主
役
的
に
登
場
す
る
 。
建
礼
門
院
も
物
語
本
文
中
に
は
主
要
低
位
置
で
登
場
 し
な
い
の
で
あ
る
。
 
そ
 

0
 対
話
に
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
運
命
が
悲
劇
 的
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
悲
劇
性
は
人
間
の
死
に
お
い
て
 終
着
し
、
そ
の
終
着
に
 

お
い
て
仏
国
浄
土
に
生
れ
た
い
と
願
う
所
に
の
み
、
 

悲
 劇
的
死
か
ら
の
救
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
 が
 極
め
て
浄
土
教
的
に
 

語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
@
1
 

3
 ）
 門
院
は
己
が
生
涯
の
あ
わ
れ
を
 庄
 

阻
 っ
て
 、
 「
…
…
お
よ
そ
人
間
の
事
は
、
愛
別
離
苦
怨
憎
 会
苦
 、
四
苦
八
苦
、
 
共
 

に
一
っ
と
し
て
我
が
身
に
知
ら
れ
て
、
残
る
所
も
候
は
ず
 

一
の
 谷
 攻
め
落
さ
れ
て
後
、
親
は
子
に
後
れ
、
 

妻
は
夫
に
別
る
。
沖
に
 

釣
 す
る
船
を
ば
 、
 敵
の
船
か
と
肝
を
消
し
、
遠
き
松
に
 白
き
鷺
の
群
れ
ぬ
る
を
見
て
は
、
源
氏
の
旗
か
と
心
を
 
尽
く
す
。
…
…
二
位
の
 

尼
 、
涙
を
は
ら
は
ら
と
 流
 い
き
君
に
向
い
参
ら
 せ

て
、
「
君
は
未
だ
知
し
召
さ
れ
候
は
ず
 や
 。
先
世
の
十
 善
 戒
行
の
御
力
に
よ
っ
 

て
 、
今
万
乗
の
主
と
は
生
れ
さ
せ
給
へ
ど
も
、
悪
縁
に
引
 か
れ
て
、
 御
運
 す
で
に
尽
き
さ
せ
給
ひ
候
ひ
ぬ
。
 

先
づ
 は
 東
に
向
 せ
 給
ひ
て
 、
 

伊
勢
大
神
宮
伏
し
拝
ま
せ
お
は
し
ま
し
、
そ
の
後
四
万
 浄
土
の
来
迎
に
 領
 ら
ん
と
、
誓
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、
 

御
 念
仏
候
ふ
べ
し
。
こ
の
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平家物語にお     一 -@  ． ; ける人問 観 

声
々
に
喚
き
叫
び
給
ひ
け
り
。
御
念
仏
の
声
 や
ぅ
や
ぅ
 弱
ら
せ
ま
し
ま
し
け
れ
ば
、
西
に
紫
雲
た
な
び
き
、
異
香
 

い
，
よ
 

：
 室
 に
満
ち
て
音
楽
聖
 に
 

聞
ゆ
。
・
・
・
・
・
・
こ
の
人
々
も
 

、
つ
ひ
 に
は
竜
女
が
正
覚
の
 跡
を
追
ひ
、
 
章
提
 靖
夫
人
の
如
く
に
、
 
皆
 往
生
の
素
懐
を
 と
げ
る
と
 ぞ
 聞
え
し
」
 

こ
れ
が
平
家
物
語
り
の
最
後
で
あ
る
。
竜
女
が
救
わ
れ
る
 こ
と
は
法
華
経
提
婆
品
の
示
す
所
で
あ
り
、
 

葦
提
 帝
大
 人
の
救
わ
れ
る
こ
と
 

は
 観
無
量
寿
経
の
示
す
所
で
あ
る
。
こ
の
 雨
 経
は
教
理
 の
 教
相
判
釈
的
に
い
う
な
ら
ば
、
別
な
 範
 時
の
経
典
で
あ
 る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
 

は
 、
四
苦
八
苦
の
煩
悩
具
足
の
女
人
が
救
わ
れ
て
仏
に
 な
る
と
い
う
果
報
を
得
る
道
が
念
仏
で
あ
る
と
し
て
、
 念
 仏
を
人
生
観
的
に
理
解
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
門
院
と
名
残
 り
を
惜
し
み
な
が
ら
後
白
河
法
皇
が
寂
光
院
か
ら
帰
ら
れ
 た
あ
と
、
門
院
が
仏
前
 

に
 坐
し
「
天
子
聖
霊
、
成
等
正
覚
、
一
門
亡
魂
、
 

頓
 証
空
 口
提
 」
と
祈
ら
れ
た
こ
と
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 且
 つ
て
平
氏
政
権
の
時
に
 

は
 、
「
天
子
宝
算
、
千
秋
万
歳
」
と
祈
っ
た
も
の
な
の
 に
 、
今
は
全
く
異
っ
て
は
か
な
く
亡
び
た
平
家
一
門
が
 仏
 果
 菩
提
を
得
る
よ
 う
 に
 

祈
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
永
遠
の
栄
華
を
願
う
心
で
は
な
 く
 、
は
か
な
き
亡
び
の
中
に
救
い
を
願
う
所
の
心
情
が
 仏
 教
 的
に
理
解
さ
れ
て
、
 

こ
の
物
語
り
を
浄
化
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
な
人
生
観
が
こ
の
物
語
り
を
一
貫
し
て
い
る
。
 今
、
清
盛
を
中
心
に
し
て
、
彼
及
び
彼
を
め
ぐ
る
人
間
 群
像
を
よ
く
み
る
 

と
 、
人
間
が
自
分
の
死
に
直
面
し
て
い
か
な
る
姿
勢
を
 と
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
生
き
方
を
評
価
し
て
い
る
 。
人
の
権
勢
と
栄
華
を
㊥
  

 
 
 

語
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
死
の
有
様
と
対
照
さ
れ
る
た
 め
に
、
栄
華
と
権
勢
の
あ
わ
れ
な
は
か
な
さ
を
よ
り
明
瞭
 に

す
る
の
に
役
立
っ
て
 
3
 

 
 

い
る
。
合
戦
が
い
か
に
い
さ
ま
し
か
ろ
う
と
も
、
笑
声
 が
い
か
に
高
々
と
し
て
い
て
も
、
涙
が
い
か
に
さ
め
ざ
め
 と
し
て
い
て
も
、
そ
れ
 
1
 

 
 

国
は
粟
散
辺
土
と
申
し
て
、
心
憂
き
界
に
て
候
ふ
。
 あ
 の
波
の
底
に
こ
そ
、
極
楽
浄
土
と
申
し
て
、
め
で
た
き
 都
 の
 候
ふ
。
：
：
・
・
 
b
 

っ
て
い
る
。
か
く
し
て
 
濯
 頂
の
巻
の
終
り
に
門
院
の
臨
終
 の
 有
様
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
 

「
仏
の
御
手
に
懸
け
ら
れ
た
り
け
る
五
色
の
絡
を
控
え
う
 つ 
「
南
無
西
方
極
楽
世
界
の
教
主
弥
陀
如
来
、
本
願
 過
 ち
 給
は
ず
ば
 、
 

 
 

引
接
し
給
へ
」
と
て
御
念
仏
あ
り
し
か
ば
、
大
納
言
の
曲
 
@
 
博
の
 局
 
・
阿
波
の
内
侍
、
左
右
に
候
ひ
て
、
今
を
限
り
 の
 御
名
残
を
し
 さ
 と

い
 

必
ず
 

c
 
、
 

 
 



は
ま
こ
と
に
う
つ
ろ
な
ひ
び
き
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
 こ
と
が
、
読
み
手
、
聞
き
手
の
心
に
ひ
び
き
、
そ
れ
が
 書
 き
 手
、
語
り
手
と
交
 喜
 

-
 
㏄
 @
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 潅
 頂
の
巻
が
平
家
物
証
 
胆
 り
の
中
に
、
そ
の
成
長
過
程
の
何
時
加
え
ら
れ
た
に
し
 み
 、
平
家
物
語
り
の
 フ
 

ィ
 ナ
ー
レ
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
法
皇
 が
 寂
光
院
を
去
る
姿
は
。
人
間
の
愛
憎
恩
怨
を
浄
化
す
 る
も
の
で
、
長
い
 ド
ラ
 

7
0
 終
幕
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
「
さ
る
ほ
ど
に
、
 寂
光
院
の
鐘
の
声
、
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
う
ち
知
ら
れ
、
 夕
陽
 西
 に
傾
け
ば
、
 
御
 

名
残
は
尽
き
せ
ず
思
し
召
さ
れ
け
れ
ど
も
，
 

御
涙
 を
抑
 

 
 

工
夫
も
な
い
の
に
極
め
 

て
 印
象
的
で
、
源
平
興
亡
の
物
語
り
の
背
後
に
あ
っ
て
 、
 ド
ラ
マ
を
書
き
つ
う
っ
て
来
た
人
が
、
隠
遁
に
よ
っ
て
 一
人
の
人
間
と
な
り
、
 

始
め
て
人
間
の
悲
し
み
を
運
命
と
し
て
お
の
が
身
に
ひ
 き
と
っ
て
か
み
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
 0
 人
間
の
真
の
相
で
あ
 

り
 、
罪
障
の
深
か
さ
を
 職
悔
 告
白
し
お
え
た
も
の
の
あ
 の
 れ
に
美
し
い
救
い
が
こ
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
静
か
に
流
れ
 て
い
る
。
そ
れ
は
「
 亡
 

び
 」
の
悲
し
み
を
か
み
し
め
権
謀
術
数
と
い
う
人
間
の
虻
 皆
 の
む
な
し
さ
を
実
感
す
る
も
の
の
告
白
で
あ
り
、
 

こ
 の
 告
白
が
平
家
物
語
り
 

の
 根
本
に
あ
る
。
後
白
河
法
皇
と
対
等
に
わ
た
り
合
っ
て
 権
謀
を
き
そ
っ
た
最
大
の
人
物
は
清
 盛
 で
あ
る
が
、
 
そ
 の
清
 盛
も
死
に
、
法
皇
 

の
 術
数
の
な
か
で
殺
さ
れ
又
は
死
ん
で
行
っ
た
源
氏
諸
将
 も
す
べ
て
亡
く
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
、
心
底
の
空
し
 さ
を
 限
 な
く
吐
露
す
る
 

思
い
の
告
白
が
、
浄
土
教
の
人
生
観
と
相
ま
っ
て
 、
人
 間
 の
や
る
せ
な
さ
に
と
っ
て
念
仏
が
唯
一
の
救
い
と
な
っ
 て
い
る
。
 

こ
の
意
味
で
こ
の
物
語
り
の
舞
台
に
は
、
 

清
盛
が
悲
 側
の
 演
者
と
し
て
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 こ
 の
 物
語
り
の
 
清
盛
は
 

そ
の
行
状
に
お
い
て
増
々
し
げ
に
不
遜
で
あ
り
、
そ
れ
と
 は
 対
照
的
に
死
に
方
は
極
め
て
無
惨
で
あ
っ
て
、
い
ず
 れ
の
点
で
も
物
語
り
中
 

最
も
印
象
的
な
人
物
で
あ
る
。
 

清
盛
 を
め
ぐ
る
人
問
 群
 像
 を
清
盛
の
印
象
を
も
っ
て
み
な
い
で
、
一
人
一
人
の
人
 間
 と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
 

な
 死
に
方
を
描
き
、
死
に
直
面
し
た
人
間
の
心
底
を
み
つ
 

め
 、
人
生
の
意
味
を
仏
教
的
に
み
る
の
が
こ
の
物
語
り
で
 
あ
る
。
 死
 と
の
か
か
わ
 

の
 方
に
お
い
て
人
間
存
在
の
意
義
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
 。
少
な
く
と
も
人
間
の
実
存
的
め
ざ
め
と
い
う
心
的
状
 況
 に
お
い
て
宗
教
が
 
人
 

間
 に
定
位
す
る
こ
と
を
 見
 ね
ば
な
ら
ぬ
。
教
理
的
解
釈
 の
 問
題
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
の
意
義
 を
み
る
の
に
 
遠
 ま
わ
り
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召 て 事 発   
捨 攻 玉 後 

て を 題 も 

さ せらあ 執で・ だ 盛 j   
ふ る           
べ ） 清 を 

き に 盛 は 
」 忠 の か 

な 勤 方 っ 
の を で て 

に は は い 
そ げ 、 ら 

れた れを んだ 保元 

例 の の こ 

そ だ 乱 と 
ぅ か 、 を 

と ら 平 然 

り、 なさ 治の 「 さ 

る れ 乱 後 
こ ぱ 柏 倉 
と 人 次 ・ 河 
は 伺 い 法 
許 と で 皇 
せ 申 後 を 
ぬ す 白 鳥 
" と 河 潤 

と も 大 殿 
怒   皇 @ こ 

つ い （ 幽 

た か の 閉 
の で ち し 

で か に よ 
あ 、 上 ぅ 

る こ 星 と 

が の に し   
こ 門ら浦 な た   
れ る れ 盛 
を ば 、 を 
重   規   
盛 七 荘 重 
が 代 時 盛 
大 ま は が 
い で 浅 い 

に は 皇 さ 

115@ (557) 

/ Ⅰ『 

成
洩
 、
西
光
を
斬
り
、
俊
寛
等
三
人
を
九
州
南
端
の
鬼
 界
ケ
 島
に
流
し
た
。
こ
れ
を
背
後
よ
り
指
導
さ
れ
た
の
が
 後
白
河
法
皇
で
あ
り
、
 

之
を
聞
い
て
 
清
盛
 
（
洋
海
入
道
）
は
大
い
に
怒
っ
た
。
 
摂
 放
 と
て
 清
 盛
の
身
内
と
あ
ら
ば
遠
慮
す
べ
き
は
ず
な
の
 に
 、
き
っ
と
こ
の
う
，
 り
 

み
を
 晴
 そ
う
と
い
っ
た
の
に
、
 
資
盛
 の
文
車
盤
 は
、
 非
は
 質
感
に
あ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
で
、
の
ち
に
報
復
的
に
 、
重
盛
に
無
断
で
清
 盛
 

の
 帝
に
よ
り
三
百
 騎
 余
り
の
侍
が
摂
政
の
行
列
を
お
そ
 つ
 て
 伴
の
者
共
の
髪
を
切
っ
た
り
牛
車
に
乱
暴
を
し
た
。
 か
か
る
こ
と
は
当
時
と
 

し
て
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
，
 
豆
清
 盛
の
横
暴
で
あ
り
悪
行
 で
あ
る
。
 

教
 司
の
事
 

H
 
-
 
-
6
 

3
 
 

：
 ）
 に
よ
れ
ば
理
容
事
件
（
 冶
奉
 刀
早
一
一
七
 セ
 ）
が
事
前
に
露
見
し
た
こ
と
に
よ
り
、
 

清
 盛
は
 、
陰
謀
者
と
し
て
藤
原
 

 
 

し
た
の
 て
 、
股
下
の
一
行
ほ
 資
 盛
一
行
を
馬
か
ら
引
き
 す
り
お
ろ
し
た
。
こ
の
こ
と
を
 資
 盛
は
六
波
羅
へ
帰
っ
て
 祖
父
 清
盛
に
 語
っ
た
。
 

門
 、
猪
熊
に
て
、
当
時
の
摂
政
藤
原
基
房
殿
下
参
内
の
 行
列
と
出
会
っ
た
の
に
、
 資
 盛
一
行
は
下
馬
の
礼
儀
を
と
 ら
ず
行
き
ぬ
け
 よ
う
と
 

（
 
囲
 
@
 -
 

な
 き
き
も
の
の
最
も
象
徴
的
な
人
物
が
 清
盛
 で
あ
る
。
 
彼
 0
 駅
り
ぶ
り
の
主
な
事
件
一
・
二
に
つ
い
て
み
る
。
 -

 
㏄
）
 

Ⅲ
殿
下
乗
合
の
事
 、
 に
ょ
れ
ば
後
白
河
法
皇
は
か
ね
 が
ね
 清
盛
 の
わ
が
ま
ま
を
 
心
 よ
か
ら
ず
思
わ
れ
て
い
た
。
 

嘉
応
二
年
十
月
十
六
 

日
に
 、
重
盛
の
二
男
 資
盛
が
 十
三
才
で
あ
っ
た
が
、
博
一
一
 一
十
 騎
 ば
か
り
を
 つ
 れ
て
雪
の
野
の
鷹
狩
り
に
荒
ら
く
れ
 

  

清
 盛
の
行
状
を
み
る
に
、
こ
の
物
語
り
が
冒
頭
に
い
 う
、
 駒
 り
て
久
し
か
ら
ぬ
者
、
猛
く
し
て
つ
い
に
滅
び
、
 風
 前
の
塵
の
如
く
は
か
 

せ
ぬ
た
め
に
、
平
麦
物
語
り
に
お
け
る
仏
教
ま
た
は
 浄
 七
教
と
い
う
こ
と
ば
を
宗
教
と
い
う
こ
と
は
に
お
き
か
え
 て
み
る
と
、
人
間
の
死
 

と
い
う
深
さ
に
お
い
て
宗
教
を
仕
置
づ
け
て
い
る
。
 そ
 れ
 故
に
本
論
の
副
題
が
「
宗
教
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
持
っ
 
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



な
げ
き
、
「
こ
の
仰
せ
承
り
候
ふ
に
、
 

御
運
は
 早
天
に
 な
り
ぬ
と
覚
え
帳
。
人
の
運
命
の
傾
か
ん
と
て
は
、
必
ず
 悪
事
を
思
ひ
立
ち
候
ふ
 

 
 

な
り
。
 ス
御
 有
様
を
見
る
に
 現
 と
も
覚
え
候
は
ず
。
」
と
 
い
っ
て
日
本
国
に
お
い
て
は
四
恩
の
重
ん
ず
べ
き
で
あ
 る
と
て
、
聖
徳
太
子
 十
 

セ
条
 憲
法
を
も
も
ち
だ
し
て
諫
言
を
づ
く
し
た
。
重
盗
 に
よ
れ
ば
事
件
の
発
覚
し
た
の
は
哲
平
家
の
「
運
命
い
ま
 だ
 尽
き
ざ
 
る
 に
よ
っ
 

て
 」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
上
は
「
君
の
御
為
に
は
い
 よ
 い
よ
 奉
公
の
忠
勤
を
尽
し
、
民
の
為
に
は
ま
す
ま
す
 撫
育
の
哀
憐
を
致
さ
せ
 

給
は
ば
、
神
明
の
加
護
に
 預
 っ
て
、
仏
陀
の
冥
慮
に
 
背
 く
 べ
か
ら
ず
。
神
明
仏
陀
感
応
あ
ら
ば
、
君
も
思
し
召
し
 な
ほ
す
事
 、
な
ど
か
 候
 

は
ざ
る
べ
き
。
 
君
 と
目
と
を
く
ら
ぶ
る
に
、
親
疎
別
く
 方
な
し
。
道
理
と
僻
事
を
雙
べ
ん
に
、
い
か
で
か
道
理
 
ほ
つ
か
ざ
る
べ
き
。
」
と
 

舌
口
を
つ
 
@
@
 

Ⅰ
し
て
い
る
。
 

清
盛
 の
こ
の
よ
う
な
不
遜
な
る
独
善
ぶ
り
に
対
し
て
 重
 盛
は
理
非
曲
直
を
 れ
 き
ま
え
温
厚
で
あ
り
、
「
こ
の
人
（
 
重
 盛
 ）
の
お
は
し
て
、
 

（
 
7
 
3
 ）
 

や
う
や
う
 宥
め
宣
ひ
つ
れ
ば
こ
そ
、
世
は
今
日
ま
で
 穏
 し
か
り
っ
 
ね
 。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
重
盛
と
は
対
照
的
 に
清
盛
は
悪
行
を
重
ね
 

る
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
重
盛
は
夢
の
う
ち
で
 春
日
大
明
神
の
大
鳥
居
の
あ
た
り
の
群
集
の
中
に
首
を
 高
々
 と
鉾
 先
に
突
き
さ
 

し
あ
げ
る
の
を
み
た
の
で
、
そ
れ
を
重
盛
が
誰
の
首
 か
 と
た
づ
 ね
た
ら
ば
「
平
家
太
政
入
道
 澱
め
 、
悪
行
超
過
し
 結
 え
る
に
よ
っ
て
 、
当
 

壮
大
明
神
の
 、
 召
し
取
ら
せ
給
ひ
て
候
。
」
（
 

8
 
3
 
 

）
 
と
、
こ
の
 物
 語

り
に
あ
る
の
は
 清
盛
 の
 騎
 り
ぶ
り
を
徹
底
的
に
せ
め
 て
い
る
の
だ
が
、
麗
容
 

（
 
ハ
 
3
 
Ⅰ
）
 

事
件
を
め
ぐ
っ
て
 、
 数
々
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
 

そ
れ
ら
は
す
べ
て
 清
 盛
の
非
情
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
 る
 。
 

こ
の
外
に
、
源
三
位
頼
政
は
平
家
討
滅
の
兵
を
あ
げ
て
 敗
 ね
 、
頼
政
が
奉
じ
た
以
仁
王
（
後
白
河
天
皇
第
二
王
子
 、
二
条
天
皇
の
弟
 、
 

即
ち
高
倉
天
皇
の
兄
。
高
倉
 宮
 と
い
う
。
）
は
戦
死
し
 
、
 頼
政
は
首
を
き
ら
れ
た
が
、
時
に
王
に
は
セ
オ
の
若
宮
、
 五
才
の
姫
が
あ
っ
た
。
 

八
条
の
女
院
（
鳥
羽
天
皇
第
三
皇
女
障
子
内
親
王
、
以
 仁
王
の
叔
母
に
あ
た
る
）
に
 、
 王
の
未
亡
人
三
位
の
局
 と
 共
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
 

た
の
で
、
 清
盛
 の
 弟
 、
池
の
中
納
言
 頼
盛
が
 兄
の
命
に
よ
 り
 引
き
取
り
に
行
く
が
、
女
院
が
応
 持
 し
て
、
若
宮
は
 い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
 

が
う
そ
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
 頼
盛
は
 本
欄
に
恩
 い
、
そ
の
由
を
清
 盛
に
 返
事
す
る
と
、
 
清
 盛
は
怒
っ
て
 更
 に
 厳
命
を
下
し
た
の
で
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か
っ
た
 清
 藍
も
、
重
盛
が
死
ぬ
（
治
承
三
年
八
月
一
日
）
 と
 、
気
弱
に
な
っ
た
の
か
、
二
男
実
盛
に
東
国
、
北
国
 追
討
の
大
将
軍
を
命
じ
 

て
 、
自
分
は
平
素
と
ち
が
っ
て
気
分
が
わ
る
い
と
ひ
き
 こ
 も
る
こ
と
に
し
た
が
、
熱
病
で
あ
っ
た
。
六
波
羅
あ
た
 り
の
も
の
は
「
す
は
、
 

（
 
4
 
4
 ）
 

し
 つ
る
は
。
 さ
 見
つ
事
よ
。
」
と
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
 

世
 間
 の
 清
 盛
へ
の
 怨
 庄
の
程
も
察
せ
ら
れ
る
。
情
感
 は
床
 ほ
 つ
い
て
間
も
な
く
 
火
 

の
よ
う
な
熱
を
出
し
、
あ
ま
り
苦
し
む
の
で
水
風
呂
に
い
 れ
た
ら
ば
、
焼
け
金
を
水
に
い
れ
た
よ
 う
 に
水
が
わ
き
 た
っ
た
。
そ
の
様
は
焦
 
剛
 

 
 

熱
地
獄
よ
り
も
ひ
ど
い
と
思
わ
れ
た
。
凄
惨
な
苦
し
み
 の
う
ち
に
死
を
迎
え
た
 清
盛
は
 、
心
残
り
は
た
っ
た
一
つ
 し

か
な
い
。
そ
れ
は
 頼
 
7
 

 
 

朝
を
殺
さ
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
自
分
の
墓
に
頼
朝
 の
 首
を
供
え
ろ
、
と
い
い
、
日
な
ら
ず
し
て
悶
え
死
に
す
 る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
 

-
 
ヰ
 
。
 
4
 -
 

死
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
死
に
ざ
ま
は
ま
こ
と
に
無
残
 な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
重
 盛
の
心
か
ら
の
忠
告
に
対
し
て
い
 さ
さ
か
も
耳
を
か
さ
な
 

二
度
目
に
は
若
宮
を
捕
え
た
が
、
 

清
 盛
の
子
 宗
盛
が
 若
宮
 の
 命
乞
い
を
し
た
の
で
、
 
清
盛
 は
や
む
な
く
若
宮
を
出
 表
 さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

@
 
何
 ）
 

こ
の
若
宮
が
東
大
寺
一
の
長
者
大
僧
正
道
尊
で
あ
る
が
、
 こ
れ
は
 頼
 盛
の
情
味
に
反
し
て
 清
 盛
の
非
情
さ
を
語
る
 臥
 の
で
あ
る
。
 

 
 

政
事
件
を
怒
っ
た
 清
 盛
は
後
白
河
法
皇
を
昆
羽
の
北
殿
 か
 ら
 福
原
へ
移
し
て
、
 

篭
の
御
所
（
実
は
牢
屋
）
に
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
 
平
家
の
悪
行
に
於
て
は
、
こ
と
ど
と
く
極
ま
り
 ね
 。
 去
 ん
 ぬ
る
安
元
よ
り
以
来
、
 

多
く
の
大
臣
公
卿
、
或
い
は
流
し
或
い
は
 失
ひ
 、
関
白
 流
し
奉
っ
て
、
わ
が
聲
を
関
白
に
な
し
、
法
皇
を
城
南
の
 離
宮
に
お
し
 
篭
め
奉
 

り
 、
あ
ま
っ
さ
え
第
二
の
皇
子
高
倉
 宮
 討
ち
奉
っ
て
、
今
 残
る
所
の
都
遷
り
な
れ
ば
、
か
や
つ
に
し
給
ふ
に
や
」
 と
物
語
り
は
い
う
。
 
こ
 

の
騎
慢
と
 悪
行
の
清
盛
は
宿
命
を
背
負
っ
た
人
と
い
え
る
 。
 清
盛
は
忠
 盛
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
 

実
は
白
河
院
の
実
子
で
 

-
 
乾
 ）
 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
清
盛
 自
身
は
自
ら
皇
子
の
身
分
と
田
 
か
 い
上
り
言
動
も
横
暴
を
き
わ
め
思
ひ
上
っ
た
悪
行
に
な
 っ
 た
の
で
あ
ろ
う
し
、
 

思
惑
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
そ
だ
て
 清
盛
に
 無
反
省
な
あ
 や
ま
ち
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
 清
盛
 は
ど
こ
か
暗
い
宿
命
の
 

か
げ
り
を
持
っ
て
い
る
が
、
重
盛
は
そ
の
よ
う
な
思
い
上
 り
を
持
た
な
い
点
で
極
め
て
人
間
的
で
あ
る
。
 

清
盛
 、
重
盛
父
子
を
最
も
対
照
的
な
ら
し
め
て
い
る
の
 は
そ
の
死
に
ざ
ま
で
あ
る
。
 

清
 盛
は
治
承
五
年
（
一
一
八
 一
 、
六
十
四
才
）
に
 



に
 
「
日
来
作
り
置
か
れ
し
罪
業
」
の
せ
い
と
い
わ
ね
ば
な
 
う
な
い
。
 
清
 盛
は
入
道
と
な
り
 浄
海
 と
い
っ
た
も
の
の
 、
内
心
に
は
仏
教
的
 教
 

養
も
宗
教
的
心
情
も
持
ち
合
せ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
 け
に
 清
 盛
の
死
は
 、
 人
々
に
反
っ
て
深
い
人
間
の
無
常
と
 あ
わ
れ
を
実
感
せ
し
め
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
次
の
記
事
に
注
目
 し
た
い
。
「
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
同
じ
 き
 七
日
の
日
、
愛
宕
に
 

て
 煙
に
な
し
奉
り
、
骨
を
ば
 円
 実
法
眼
、
首
に
か
け
、
 
摂
 津
へ
 下
り
、
経
の
島
に
ぞ
納
め
け
る
。
さ
し
も
日
本
一
 洲
 に
名
を
掲
げ
威
を
振
 

 
 

い
し
人
な
れ
ど
も
、
身
は
一
時
の
煙
と
な
っ
て
 、
 都
の
允
 ェ
ヘ
 立
ち
上
り
、
骸
は
し
ば
し
や
ず
ら
ひ
で
、
浜
の
真
砂
 に
 戯
れ
う
っ
、
空
し
き
 

土
と
ぞ
 な
り
給
ふ
ご
と
は
こ
の
物
語
り
の
 清
 盛
観
の
真
 点
 で
あ
る
。
 清
盛
 白
身
に
は
「
悶
え
死
に
」
が
あ
る
だ
 け
で
あ
っ
て
 
、
 救
い
も
 

な
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
 俄
侮
 ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
 清
 盛
の
心
情
に
は
宗
教
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
 い
が
、
そ
の
清
鑑
の
む
 

な
し
さ
は
、
そ
の
物
語
り
を
聞
く
も
の
の
心
情
を
し
て
、
 死
 ざ
ま
に
お
け
る
生
の
む
な
し
さ
を
し
ら
せ
浄
土
を
願
 わ
し
め
て
い
る
。
そ
の
 

浄
土
 願
 生
は
欣
求
浄
土
よ
り
も
厭
離
磯
土
を
先
に
す
る
 の
で
平
安
朝
的
で
あ
り
、
往
生
要
集
的
で
あ
る
。
 

（
 
5
 
4
 ）
 

清
盛
と
 対
照
的
な
死
に
方
を
す
る
の
が
重
盛
の
最
後
で
 あ
る
。
物
語
り
は
、
重
盛
の
人
と
為
り
を
語
る
に
、
 

清
盛
 の
 悪
業
を
重
盛
が
 慨
 

喫
 す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
，
重
盗
 が
 熊
野
に
参
詣
し
て
 敬
白
し
た
。
「
親
父
入
道
相
国
の
体
を
見
る
に
悪
逆
無
道
 と
し
て
、
や
や
も
す
れ
 

ば
 君
を
悩
ま
し
奉
る
。
そ
の
ふ
る
ま
 ひ
 を
見
る
に
、
一
期
 の
 栄
花
な
ほ
 危
し
 。
重
 盗
 良
子
と
し
て
し
き
り
に
 諫
 め
 を
 致
す
と
い
 
へ
 ど
も
、
 

身
 不
肖
の
間
、
彼
以
て
服
 麿
 せ
ず
。
…
…
南
無
権
現
金
 剛
 童
子
、
願
く
は
、
…
…
 入
 坦
の
悪
心
を
和
げ
て
、
天
下
 の
 安
全
を
得
し
め
 給
 

へ
 。
栄
耀
ス
一
期
を
限
っ
て
、
後
昆
 恥
に
 及
ぶ
べ
く
 は
、
 

 
 

」
そ
こ
に
は
 清
盛
 

と
う
っ
て
か
わ
っ
た
 戯
 海
の
表
白
が
あ
る
。
そ
の
後
程
 な
く
重
盛
は
病
に
か
か
っ
た
が
、
医
師
の
治
療
を
づ
け
る
 こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
 
、
 

「
 垂
盛
が
身
 仏
体
に
あ
ら
ず
、
名
医
文
書
 婆
 
（
印
度
の
名
 医
 、
仏
弟
子
、
阿
 闇
世
 王
を
仏
に
帰
依
せ
し
む
）
に
 及
 ぶ
 べ
か
ら
ず
，
。
 

か
で
か
有
待
の
爾
身
を
救
療
せ
ん
・
・
・
…
」
と
、
医
療
を
 
，
 
つ
け
ず
に
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
七
月
二
十
八
口
に
出
 々
 
ぎ
 @
 ）
 
て
 法
名
を
浄
運
と
 

い
い
、
八
月
一
日
に
臨
終
正
念
に
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
 。
 清
盛
 と
は
ち
が
っ
て
仏
果
を
願
い
臨
終
正
念
に
し
て
 死
ん
だ
 重
盛
 に
は
、
 死
 

(560) US 
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り
、
 種
々
な
る
生
の
唯
一
的
根
源
的
な
る
最
大
問
題
で
 あ
り
、
生
を
根
底
的
に
意
義
づ
け
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
  
 

-
 
韓
 -
 

 
 

観
 

さ
て
、
こ
の
清
鑑
を
め
ぐ
る
人
間
群
像
と
し
て
、
 数
多
く
物
語
り
に
登
場
す
る
の
は
、
 弟
項
盛
 

、
。
：
 

@
-
7
-
4
 
 

弟
 忠
度
 、
千
重
盗
、
子
宝
 盛
 、
子
知
 

（
㏄
 
レ
 

 
 

も
 善
根
も
共
に
功
を
積
ん
で
世
の
為
人
の
為
に
、
自
他
 の
 利
益
を
な
す
と
見
え
た
り
。
か
の
 連
 参
と
釈
尊
の
同
衆
 生
の
利
益
に
異
な
ら
 

ず
 。
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
 清
盛
が
 提
婆
達
多
に
擬
せ
ら
れ
 よ
う
と
も
、
仏
法
か
ら
い
え
ば
、
お
な
じ
衆
生
と
し
て
 、
仏
縁
あ
る
も
の
と
い
 

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
生
の
諸
 相
 は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
死
に
 払
 い
て
は
万
人
す
べ
 て
 同
じ
な
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
万
人
同
衆
生
で
あ
る
か
ら
こ
そ
同
じ
く
菩
提
を
 得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
平
家
物
語
り
の
 仏
教
補
は
、
教
理
論
で
 

な
く
、
宗
教
的
人
生
観
と
も
宗
教
的
人
間
観
と
も
い
う
 こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ほ
人
間
の
死
亡
そ
あ
ら
ゆ
る
人
間
 に
 共
通
の
問
題
で
あ
 

に
お
け
る
救
い
が
あ
っ
た
。
や
は
り
宗
教
は
死
を
越
え
る
 道
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

死
 と
は
人
間
の
生
の
決
定
的
 否
定
で
あ
り
、
実
存
 開
 

示
の
最
も
き
び
し
い
場
面
で
あ
る
。
そ
の
場
面
に
立
っ
た
 人
間
心
情
に
宗
教
が
根
を
下
ろ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 よ
う
な
宗
教
的
心
情
を
 

根
底
に
持
っ
人
間
が
 、
 死
に
お
い
て
一
転
し
て
生
を
根
 源
 的
に
充
実
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
重
播
は
わ
 づ
 か
 四
十
三
才
で
死
ぬ
 

が
 、
い
の
ち
の
物
理
的
長
短
は
自
然
生
理
の
問
題
で
あ
 っ
て
 、
 死
を
底
に
し
て
い
る
自
己
矛
盾
的
生
の
充
実
こ
そ
 宗
教
に
お
い
て
の
み
 可
 

能
 で
あ
る
こ
と
を
こ
の
物
語
り
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
 

 
 

原
 九
一
二
 ｜
 九
八
五
）
 

の
 生
れ
が
わ
り
だ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
 物
語
り
が
持
ち
出
し
た
理
由
は
、
「
 清
 盛
会
、
悪
態
 僧
 正
の
化
身
に
て
、
悪
業
 



わ
ず
か
に
細
い
救
い
の
 糸
 

知
盛
は
 
一
の
谷
で
敵
に
 

う
ち
の
間
に
知
盛
は
馬
で
 

み
は
反
っ
て
読
者
の
あ
ざ
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
わ
 

重
衡
は
頼
朝
に
よ
っ
て
 

梁
瀬
は
ん
人
は
皆
弥
陀
の
 

時
、
最
後
に
仏
を
拝
が
み
 

品
 蓮
台
に
生
を
と
 ぐ
 べ
し
 

わ
ら
ず
、
最
後
の
俄
 悔
 と
 

そ
れ
も
、
法
然
上
人
か
 

義
を
死
に
直
面
し
て
明
ら
 

場
は
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
を
 

敗
れ
て
 清
 盛
の
怒
り
を
う
 

島
 を
ぬ
 け
 出
て
細
井
の
 港
 で

あ
る
。
 

打
た
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
子
の
武
蔵
奇
知
草
に
助
け
 ，
 
ら
れ
た
が
、
助
け
た
方
の
知
 草
 は
う
た
れ
、
そ
の
組
み
 

海
の
船
に
の
が
れ
た
。
あ
と
で
 宗
盛
に
 対
し
て
子
が
死
 に
 親
が
残
っ
た
こ
と
を
な
げ
き
悲
し
む
が
、
そ
の
 悉
 し
 

け
り
を
誘
 う
 よ
 う
 で
あ
る
。
そ
の
後
、
壇
ノ
浦
で
は
 平
 家
 の
お
わ
り
を
み
と
ど
け
て
戦
場
を
美
し
く
し
て
入
水
 

ず
か
に
あ
ざ
け
り
か
ら
救
わ
れ
て
い
る
。
 

南
都
に
ひ
か
れ
行
く
途
中
、
千
手
の
前
な
る
女
性
と
知
 り
 合
 う
 。
千
手
の
前
と
酒
汲
み
交
わ
す
 折
 、
前
が
「
 極
 

名
号
唱
ふ
べ
し
」
と
今
様
を
う
た
う
。
重
衡
も
今
様
を
 歌
っ
て
琵
琶
を
弾
じ
た
。
あ
と
で
南
都
に
て
斬
ら
れ
る
 

「
一
念
弥
陀
仏
、
即
滅
無
量
 
罪
 、
願
く
ば
逆
縁
を
以
 て
 順
縁
と
し
、
た
だ
今
の
最
後
の
念
仏
に
よ
っ
て
 、
九
 

」
と
い
っ
て
打
た
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
 最
 後
の
念
仏
が
、
東
大
寺
を
焼
き
払
っ
た
悪
業
に
も
か
か
 

念
仏
と
そ
の
死
に
一
条
の
救
い
の
糸
を
つ
な
ぐ
よ
う
で
あ
 る
 。
 

ら
 十
悪
五
逆
も
廻
心
す
れ
ば
往
生
を
と
ぐ
る
放
念
々
 称
 名
儒
 俄
 悔
の
教
を
つ
け
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
意
 

か
な
ら
し
め
て
い
る
。
 
維
盛
 都
落
ち
で
の
妻
（
大
納
言
 成
 %
 の
女
）
 子
 
（
勇
士
 才
 、
九
八
才
）
と
別
れ
の
濡
れ
 

と
ど
め
る
。
高
士
川
の
戦
で
は
二
十
三
才
に
し
て
絵
の
よ
 う
に
美
し
く
武
装
し
て
出
陣
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

け
る
。
都
落
ち
の
あ
と
妻
子
を
こ
が
れ
て
い
る
が
、
平
家
 没
苫
 後
部
に
い
る
妻
子
に
あ
い
た
い
と
一
た
び
は
 屋
 

ほ
 つ
い
て
高
野
山
へ
上
り
、
か
ね
て
知
り
合
い
の
 聖
 滝
口
 入
道
に
会
 う
て
 出
家
す
る
。
の
ち
熊
野
参
詣
を
お
わ
 

 
 

さ
れ
て
海
に
お
ち
、
し
か
も
助
か
り
、
 

義
 経
に
つ
れ
 ろ
 れ
て
鎌
倉
へ
下
り
、
腰
越
に
て
命
を
助
け
て
く
れ
と
哀
願
 す
る
様
は
み
じ
め
で
あ
 

 
 

っ
て
、
念
仏
し
て
斬
ら
れ
る
が
、
そ
の
念
仏
は
ま
こ
と
に
 あ
わ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
念
仏
は
、
 

宗
盛
 
の
あ
わ
れ
 さ
 に
と
っ
て
 

宗
盛
は
壇
ア
 浦
で
海
に
入
る
に
際
し
、
そ
の
子
 清
 宗
と
 互
の
動
作
を
み
合
せ
る
姿
は
ま
こ
と
に
不
潔
な
感
じ
で
、
 源
氏
の
兵
に
っ
き
 落
 

 
  

 



 
 

 
 
 
  
 

-
@
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註
の
仏
教
は
浄
土
教
的
で
あ
り
、
宗
教
的
で
あ
る
と
い
 

。
 

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

か
く
て
、
平
安
物
語
り
の
人
間
 観
は
 
一
面
に
お
 い
 
て
「
運
命
」
論
的
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
は
他
面
 浄
 七
教
 に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
  

 
 
 

平
 

何
と
な
れ
ば
、
こ
の
物
語
り
で
い
う
運
命
と
は
、
人
間
 の
 
い
の
ち
が
栄
枯
盛
衰
の
さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
を
演
じ
た
 が
ら
も
所
詮
は
亡
び
、
 

 
 

の
 「
人
間
」
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 こ
の
意
味
で
、
平
家
物
語
り
 

お
 

人間観 

り
 那
智
の
沖
で
入
水
の
意
を
決
し
て
舟
を
出
し
た
が
、
 妻
 子
に
心
を
と
ら
れ
て
果
さ
ず
、
滝
口
入
道
に
 俄
 悔
し
て
 、
あ
ら
た
め
て
第
十
八
 

願
の
教
え
を
信
じ
念
仏
し
て
入
水
す
る
。
 

維
盛
に
 回
っ
て
 滝
口
入
道
が
大
無
量
寿
経
の
本
願
念
仏
を
懇
々
 と
す
す
 め
る
。
 
維
盛
 、
年
三
 

兵
 、
石
童
丸
主
従
三
人
が
念
仏
し
て
入
水
す
る
場
面
が
 こ
の
物
語
り
に
お
い
て
最
も
仏
教
的
人
生
観
の
よ
く
 現
わ
 れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
あ
わ
れ
な
 維
 盛
の
最
後
を
美
し
い
も
 の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
等
の
群
像
は
、
 
皆
 死
に
直
面
し
て
、
人
間
と
し
て
ど
 の
よ
う
な
姿
勢
を
と
る
か
が
、
人
間
の
生
の
意
味
を
決
 す
る
も
の
と
さ
れ
て
 

い
る
。
そ
の
姿
勢
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
し
て
も
、
宗
教
 的
 開
眼
を
み
な
く
て
は
死
は
生
の
終
着
で
も
な
く
、
 

仏
 土
へ
の
往
生
を
も
意
味
 

し
な
く
て
、
た
だ
無
残
な
死
が
さ
ら
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
 あ
る
。
人
生
を
無
常
と
み
な
が
ら
、
そ
の
無
常
を
越
え
 る
道
 こ
そ
、
仏
果
菩
提
 

へ
の
道
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
 清
盛
に
 血
縁
 あ
 る
も
の
の
う
ち
で
念
仏
も
な
く
、
仏
教
的
で
も
な
い
、
 死
を
単
な
る
生
の
生
理
 

的
 終
り
に
、
無
惨
な
悶
死
を
と
げ
る
の
は
こ
の
 清
盗
め
 み
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
滝
口
入
道
の
維
 盛
に
 対
す
 る
 説
得
が
、
平
家
物
語
 

り
の
書
き
た
い
こ
と
、
語
り
た
い
と
こ
ろ
の
「
何
か
」
で
 あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
…
…
君
は
さ
せ
 る
 罪
業
も
ま
し
ま
さ
 

ら
ん
に
、
な
ど
か
浄
土
へ
参
ら
せ
給
は
で
候
ふ
べ
き
。
 そ
 の
上
当
山
権
現
は
、
本
地
阿
弥
陀
如
来
に
て
お
は
し
ま
 す
 。
始
め
無
三
悪
趣
の
 

願
 よ
り
、
終
り
 得
 王
法
忍
の
願
に
い
た
る
ま
で
一
々
の
 彗
 -
 
願
 、
衆
生
化
度
の
瀬
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
中
に
 も
 第
十
八
の
願
に
 、
設
 

我
 得
仏
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽
、
欲
 主
 我
国
、
乃
至
 十
念
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
と
説
か
れ
を
れ
ば
一
念
 十
念
の
頼
み
あ
り
。
 

」
と
あ
る
。
こ
の
仏
教
理
解
は
少
な
く
と
も
浄
土
教
 的
で
あ
り
宗
教
的
で
あ
る
。
平
家
物
語
り
の
書
き
手
、
語
 0
 手
、
聞
き
手
が
自
ら
 



の
道
と
し
て
仏
教
が
語
ら
れ
、
そ
こ
に
こ
の
物
語
り
の
 人
 闇
鈍
 

も
の
と
し
て
受
け
と
り
そ
れ
に
従
う
て
生
き
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 

う
に
運
命
に
対
す
る
消
極
的
生
き
方
を
積
極
的
生
き
方
 に
転
ず
 

は
 感
傷
的
に
気
分
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
理
論
的
 不
 整
合
 

て
の
語
り
を
生
彩
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 ま
 
こ
と
 

く
あ
り
得
る
は
ず
は
な
い
。
平
家
物
語
り
の
持
っ
感
傷
 性
 は
人
 の

 宗
教
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
運
命
を
越
え
る
と
は
、
 運
 命
 を
わ
が
身
の
 

の
み
、
そ
の
運
命
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
こ
の
よ
 

る
の
が
浄
土
往
生
の
念
仏
で
あ
る
。
物
語
り
で
は
、
仏
教
 が
 心
情
的
に
 或
 

が
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
不
整
合
が
反
っ
て
運
命
 酌
人
間
に
つ
い
 

に
 、
人
間
が
死
に
直
面
し
て
理
論
的
で
は
あ
り
得
な
い
し
 、
ま
た
勇
ま
し
 

開
存
在
の
き
ね
だ
っ
て
宗
教
的
場
面
に
お
け
る
当
然
の
姿
 で
あ
る
。
 

間
を
凝
視
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
物
語
り
は
人
間
の
運
命
 の
 書
で
あ
り
、
そ
の
運
命
の
自
覚
に
立
っ
て
、
運
命
を
越
 え
て
生
き
る
た
だ
一
 つ
 

命
 と
対
決
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 運
 命
 の
さ
だ
め
の
中
に
あ
る
の
で
あ
 

を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
㈲
運
命
と
ほ
 人
 間
の
生
を
死
に
向
っ
て
方
向
づ
け
 

も
の
と
す
る
。
㈲
運
命
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
人
間
の
止
 
忠
志
に
外
か
ら
働
く
よ
う
に
み
ら
 

格
の
表
現
だ
と
も
い
え
る
か
ら
、
人
間
は
運
命
に
徹
底
 的
に
は
さ
か
ら
え
な
い
の
で
あ
る
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
本
的
 睦
 格
 で
あ
る
か
ら
、
こ
の
運
命
と
い
 っ

て
、
運
命
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
運
命
 

て
い
る
か
ら
、
人
間
存
在
を
つ
ね
に
悲
劇
的
な
 

れ
な
が
ら
、
実
は
人
間
存
在
の
自
己
矛
盾
的
性
 

。
運
命
と
は
こ
の
よ
う
な
さ
だ
め
と
し
て
み
ら
 

う
 字
を
平
家
物
語
り
か
ら
取
り
除
い
て
も
、
 

人
 

が
旺
命
 を
さ
だ
め
る
の
で
な
く
、
人
間
は
運
命
の
中
で
、
 

意
志
の
最
善
を
づ
く
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
㈲
し
か
 も
 人
間
は
 、
 つ
ね
に
 運
 

薫
ギ
 心
で
開
き
う
る
も
の
で
な
く
て
、
人
間
の
個
人
的
黄
土
 

心
 
よ
り
も
高
く
大
き
な
吾
妻
ひ
が
人
間
の
世
界
に
は
た
ら
く
 

も
の
で
あ
る
。
㈲
人
間
 

 
 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
 う
 に
こ
の
物
語
り
に
、
 
逆
 命
 お
話
 は
 多
い
が
、
七
の
苗
味
を
検
討
す
る
と
、
迂
曲
と
は
、
Ⅲ
 人
間
が
之
を
自
ら
の
 

即
ち
死
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
き
だ
め
を
背
負
っ
て
 い
 
る
と
い
う
 
-
 三
一
で
あ
る
，
死
に
行
く
た
め
に
 
生
，
づ
ニ
 ・
 @
 い
る
 
こ
い
 ・
 う
 、
人
間
の
生
の
 

 
  

 

 
 

根
涼
に
 宿
る
矛
盾
的
な
本
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
 i9
 。
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Ⅰ
）
 濯
 項
の
巻
は
抑
め
は
特
立
し
 @
 、
い
な
か
っ
た
 
二
 い
つ
 
ナ
か
 有
力
 べ
 --
 
Ⅰ
 0
,
 

一
子
宝
 

牡
 円
柱
 は
甘
 
-
 巧
 ・
・
成
立
に
 旺
 丁
石
試
論
 

 
 

箪
、
 
（
日
出
ヱ
 
サ
 Ⅲ
 曲
賀
科
 蓮
井
、
叫
官
物
詣
二
三
頁
 ｜
三
 0
 頁
 

 
 

虫
 、
麻
原
モ
 子
 

廿
 、
平
家
物
語
の
成
立
、
に
は
成
立
年
時
、
作
者
に
つ
い
て
の
 諸
説
を
挙
ぐ
。
同
上
、
三
二
五
頁
 ｜
 三
三
八
Ⅱ
に
作
苦
 
と
 咄
本
 ほ
 つ
い
て
の
 諸
 

説
 を
あ
 ぐ
 。
平
家
物
語
全
注
釈
、
下
巻
㈲
富
倉
徳
次
郎
著
、
 二
 五
セ
頁
｜
 
二
六
一
頁
。
 

前
記
富
倉
 氏
 
二
六
三
頁
、
前
記
面
白
練
四
八
頁
 ｜
 五
九
頁
。
 

前
 記
 叢
書
、
富
倉
論
文
四
七
頁
，
 

前
記
富
倉
注
釈
、
二
六
三
頁
、
六
巻
本
の
油
ボ
物
語
が
存
し
た
 こ
と
が
し
ら
れ
、
そ
れ
が
十
二
 %
 
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 

午
下
 ヒ
 い
う
の
 

は
 、
こ
の
六
巻
本
 治
 が
物
語
を
さ
す
も
の
と
み
て
よ
い
。
 

こ
の
三
者
の
感
応
的
状
況
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
 
り
 手
と
書
き
手
と
聞
き
手
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
つ
 い
て
は
、
中
世
 

文
学
の
展
望
、
永
積
 安
明
 著
、
一
一
八
 
｜
 九
頁
及
び
、
前
記
 叢
 書
 、
富
倉
論
文
四
六
 ｜
セ
頁
 、
同
高
木
論
文
一
 
0
 
六
｜
 七
頁
に
 

て
 

 
 

小
林
秀
雄
、
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
角
川
文
庫
、
六
四
１
人
 セ頁
 。
平
家
物
語
、
石
母
田
正
著
、
岩
波
新
書
、
一
五
七
頁
以
下
 
に
は
、
平
家
 
物
 

語
を
合
戦
記
と
み
る
こ
と
に
は
賛
成
し
て
い
な
い
。
こ
の
物
語
 り
の
主
題
に
は
「
 ユ
命
 1
 一
 が
重
典
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
す
  
 

河
田
書
房
新
社
、
日
本
の
古
典
、
平
家
物
語
、
解
説
に
、
佐
伯
 ぼ
一
 
は
 平
家
物
語
を
、
鎮
魂
歌
と
し
て
の
叙
事
持
と
す
る
。
 た
 だ
こ
の
解
説
者
 

@
 
 
平
家
物
語
の
作
者
は
、
世
音
 と
 死
を
重
要
な
契
機
と
し
て
 、
こ
の
物
語
を
つ
く
り
 

 
 

「
死
者
の
似
に
身
を
苛
せ
て
い
る
」
と
い
っ
の
は
 適 

切
 
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
が
仏
教
に
傾
斜
す
る
も
の
で
な
い
と
す
 る
の
は
、
ど
ん
な
理
由
で
あ
る
か
 明
 抽
で
は
な
い
し
、
適
当
で
 

は
な
い
。
む
し
 

ろ
 、
こ
の
物
語
は
単
に
叙
事
 持
 で
は
な
い
。
が
 
る
 ん
そ
の
よ
 
う
 な
 性
格
も
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
い
 う
 な
ら
ば
 坤
情
的
 叙
事
詩
と
で
も
 

い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
学
の
歴
史
、
角
川
書
店
、
第
 五
巻
（
 愛
 と
無
常
の
文
芸
）
一
二
八
頁
以
下
、
 

ギ
 業
物
語
り
を
 
生
占
 
あ
つ
し
め
 

て
い
る
の
は
「
滅
び
の
詞
章
」
で
あ
る
と
す
る
。
 

平
家
物
語
冒
頭
の
文
。
前
記
、
永
 %
 安
 明
著
 。
 
一
 三
四
頁
。
 

石
母
田
正
著
、
前
記
、
四
七
 ｜
 八
頁
。
平
家
物
語
、
角
川
文
庫
 
佐
陣
 謙
三
校
正
に
よ
り
、
極
め
て
 且
く
 Ⅲ
い
わ
れ
て
い
る
「
 圭
 ，
 
d
 
一
の
語
の
的
 

 
 

王
 な
も
の
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
。
 

 
 

三
上
巻
、
九
五
頁
。
「
人
の
運
命
の
傾
か
ん
と
て
は
 ピ
ず
 悪
事
 

  

 
 

 
 

二
 、
上
巻
、
九
 セ
頁
 。
「
当
家
の
運
命
い
ま
だ
つ
ぎ
ざ
 

る
 に
よ
っ
 
て
 ：
：
・
」
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三
 、
上
巻
、
一
五
五
頁
。
「
栄
耀
 

久
 一
期
を
限
っ
て
後
足
 
恥
に
及
 
ぷ
 べ
く
ば
、
重
盛
が
運
命
を
締
め
て
、
来
世
の
苦
輪
を
助
け
 給
 へ
 0
 一
 

四
 、
上
巻
、
一
五
七
頁
。
「
 
重
盛
 、
い
や
し
く
も
九
卿
に
列
し
 二
 一
台
に
昇
る
 0
 そ
の
運
命
を
 
@
 
卸
 る
に
以
て
天
 
尼
 に
あ
り
：
：
・
・
」
 

五
 、
上
巻
、
三
 
0
@
 

頁
。
「
 

平
 案
は
…
…
運
命
の
末
に
な
る
こ
と
 

一
 

上
巻
、
三
三
六
頁
。
「
源
氏
は
…
…
運
命
す
で
に
開
け
ん
と
 
す
 。
何
ぞ
当
山
独
り
后
町
民
ぎ
ぬ
る
平
家
に
同
心
し
て
運
命
 
開
く
る
源
氏
に
 

背
か
ん
や
」
 

七
 、
上
巻
、
三
四
九
頁
。
「
一
門
の
運
命
今
日
早
足
ぎ
は
て
候
。
 

」
、
三
五
一
頁
に
 
殆
 ん
ど
こ
れ
と
同
文
あ
り
。
 

八
 ，
下
巻
、
一
五
一
頁
。
 

コ
 ・
・
・
 

:
 も
し
運
命
開
け
て
 
都
へ
 上
ら
せ
 給
ふ
こ
と
候
は
ば
：
：
・
 ニ
 

九
 、
下
巻
、
一
九
五
頁
。
「
勇
士
と
い
え
ど
も
運
命
つ
ぎ
ぬ
れ
 ば
 力
 及
ば
ず
 0
 」
 

干
 、
下
巻
、
二
三
 0
 頁
 。
「
罪
報
た
ち
ど
こ
ろ
に
報
い
運
命
す
で
 

に
 今
を
限
り
と
す
 ピ
 

日
本
文
学
の
歴
史
、
第
五
巻
、
九
 0
 頁
｜
 一
二
七
頁
。
 主
 と
し
 て
 十
二
 ｜
 五
世
紀
頃
ま
で
 
珪
 琶
を
背
負
っ
た
盲
目
 憎
 が
旅
行
脚
 
を
し
な
が
ら
 
語
 

9
 歩
い
た
。
と
く
に
平
家
物
語
の
成
長
に
つ
れ
て
そ
の
付
節
 か
 を
 節
を
つ
け
て
語
っ
た
の
で
あ
る
 0
 そ
の
 節
 、
旋
律
に
よ
っ
て
 流
派
を
も
形
成
 

し
た
の
で
あ
る
。
 

平
家
物
語
、
巻
 一
 、
 冠
頭
 文
、
標
題
に
は
「
祇
園
精
舎
の
事
」
 

を
あ
げ
て
、
主
題
に
な
る
人
物
と
し
て
 清
盛
 を
あ
げ
て
い
る
。
 
そ
れ
は
、
 
清
盛
 

を
 軸
と
す
る
歴
史
の
舞
台
で
演
ぜ
わ
れ
る
多
く
の
場
面
は
 、
且
 
つ
は
悲
劇
且
つ
は
喜
劇
又
は
活
劇
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
 仏
拍
的
 
に
み
る
な
ら
 

ば
 、
人
間
の
運
命
の
流
転
 史
 と
み
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
 ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

坂
口
女
童
著
、
中
世
国
文
学
の
研
究
、
二
九
六
頁
。
「
平
家
 物
 詰
は
桜
花
の
如
く
咲
 き
匂
ふ
や
、
 
忽
ち
一
陣
の
夜
風
に
散
っ
て
 い
っ
た
 異
 な
い
 

平
家
の
運
命
悲
劇
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
平
家
一
門
の
運
 命
 が
既
に
立
派
な
衣
 詩
 で
曲
っ
た
。
而
も
こ
の
事
実
に
対
し
て
 は
、
 時
と
し
て
 

仮
構
を
交
へ
て
必
ず
し
も
史
実
に
囚
は
れ
ず
、
さ
れ
ば
と
て
 全
 く
 史
実
を
無
視
し
た
小
説
で
も
な
く
、
史
実
と
空
想
と
を
 ば
作
 者
の
人
生
芸
術
 

眼
を
以
て
融
合
混
一
せ
し
め
て
、
些
の
破
綻
を
示
さ
な
か
っ
た
 の
が
こ
の
平
家
物
語
で
あ
る
Ⅰ
と
い
う
の
は
適
切
な
る
見
解
で
 
あ
る
。
 

回
書
、
三
 
0
 
一
頁
 ｜
三
 0
 二
頁
。
「
趣
味
と
信
仰
が
 

混
然
 と
し
 て
、
 或
は
強
く
或
は
弱
く
 、
 奏
で
く
れ
て
い
る
所
に
、
平
家
 物
 詰
め
 ム
ロ
 
戦
 実
記
 

と
県
る
 妙
味
が
あ
る
の
で
あ
る
 0
 」
は
よ
く
平
家
物
語
の
性
格
を
 し
め
し
て
い
る
。
 

平
家
物
語
、
番
 三
 、
十
二
項
の
付
、
上
巻
、
一
七
一
 

｜
 二
頁
。
 巻
五
 、
一
項
の
付
く
上
巻
、
二
三
五
頁
。
皆
人
、
八
匹
・
 三
 0
 四
頁
。
及
び
こ
 

の
 欄
外
に
あ
る
 
佐
肚
 計
三
の
註
記
。
 

前
記
、
市
 古
 貞
次
編
、
平
家
物
語
、
三
二
五
頁
 ｜
 三
三
二
頁
、
 
松
林
塘
 明
 論
文
。
日
本
文
学
叢
書
、
平
家
物
語
、
二
一
八
頁
 
。
福
井
康
 順
 、
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    15   

「
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
研
究
」
に
お
い
て
は
、
 

行
 良
説
を
否
定
 し
て
い
る
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
作
者
の
定
説
を
示
し
て
い
な
   

正
 著
、
平
家
物
語
、
四
九
頁
、
六
八
頁
の
意
見
が
 隠
当
 で
あ
る
  
 

慈
円
（
久
安
三
年
一
一
四
 セ
 １
 %
 吋
 六
年
一
二
二
五
）
は
関
白
藤
 
原
忠
 通
の
子
。
 
覚
快
 法
親
王
に
就
い
て
出
家
得
道
し
て
追
懐
 と
 称
す
。
後
に
 

明
雲
座
主
に
師
事
し
て
一
一
八
一
年
（
養
和
元
年
）
青
蓮
院
住
 職
 と
な
っ
て
、
 
笘
円
と
祢
す
 。
一
一
九
二
（
建
久
三
年
）
座
主
 と
な
る
。
一
一
 

九
六
（
建
久
 セ
年
 ）
座
主
退
任
し
、
そ
の
後
四
度
座
主
と
な
り
 
一
二
一
八
年
に
は
牛
車
を
勅
許
さ
る
。
建
久
三
年
は
頼
朝
が
 将
 軍
 に
な
っ
た
 年
 

で
あ
り
、
 
法
祐
 上
人
の
外
葉
者
で
あ
る
九
条
兼
実
は
そ
の
兄
で
 あ
る
。
 

平
家
物
語
、
上
巻
、
二
四
頁
。
「
入
道
 

相
 国
の
小
舅
、
 
早
 大
約
言
 ロ
持
忠
の
卿
の
宣
ひ
け
る
は
 
、
 「
こ
の
一
門
に
あ
ら
ざ
ら
ん
者
は
 

、
み
な
人
非
人
 

た
る
べ
し
」
と
そ
 貢
 い
け
る
。
さ
れ
 
ば
 、
い
か
な
る
人
も
 、
こ
 
の
 一
門
に
結
ば
れ
ん
 
と
ぞ
 し
け
る
 ピ
 

同
上
、
四
五
頁
「
国
母
建
春
門
院
と
申
す
は
、
入
道
祖
国
の
北
 の
方
八
条
の
二
位
 
殿
 の
御
 株
 な
り
。
久
平
大
納
言
ロ
持
 忠
 の
 卿
と
 
申
す
も
女
院
の
 

御
 兄
な
る
上
、
内
の
御
外
戚
な
り
。
内
外
に
付
け
て
執
権
の
臣
 と
ぞ
 見
え
し
。
そ
の
頃
の
叙
位
、
除
目
と
申
す
も
、
ひ
と
つ
に
 こ
の
時
 亡
 の
 卿
 

の
ま
ま
な
り
け
り
。
 
楊
 貴
妃
が
幸
ひ
し
時
、
楊
国
忠
が
栄
え
し
 如
し
。
」
。
下
巻
、
二
三
六
頁
。
 

同
上
、
六
五
頁
。
「
一
紙
一
句
を
以
て
三
塔
三
千
の
憤
り
を
息
め
 、
金
仏
の
恥
を
も
遁
れ
給
ひ
け
ん
 時
忠
 の
 卿
 こ
そ
 り
の
 し
げ
れ
 
」
 

同
上
、
三
四
三
頁
、
三
五
七
頁
。
下
巻
 一
 セ
 ー
 八
頁
、
ニ
一
頁
 
、
一
一
 
-
 
ハ
 
@
 。
 

作
者
に
つ
い
て
は
、
尊
卑
文
脈
に
よ
れ
ば
 行
 長
の
外
に
行
 隆
の
 弟
時
 光
の
子
時
辰
 に
 擬
し
、
又
は
時
 九
 の
 弟
盛
 隆
の
子
時
辰
（
 前
者
と
同
名
）
 

に
 擬
し
、
宙
は
平
家
 牡
 文
銭
に
よ
れ
ば
半
頭
舶
の
子
 成
頓
 に
も
 擬
せ
ら
れ
、
醍
醐
雑
抄
に
 よ
 れ
 ば
 平
定
経
の
子
 資
 経
に
も
擬
せ
 
ら
れ
る
け
れ
ど
 

も
 、
そ
れ
を
勘
案
し
て
も
、
物
語
り
の
内
容
か
ら
み
て
村
長
 を
 作
者
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
岩
波
新
書
、
平
家
物
語
、
九
 八
｜
 九
頁
。
 

徒
然
卓
二
二
六
段
、
岩
波
文
庫
本
一
六
二
頁
。
中
世
文
学
の
展
 望
 、
前
掲
八
五
頁
、
 

一
 00
 
頁
 。
 

日
本
文
学
の
歴
史
、
五
巻
、
九
八
 ｜
 一
二
二
頁
。
 

日
本
文
学
研
究
叢
書
、
平
家
物
語
、
五
八
頁
。
 

恵
心
僧
都
源
信
（
天
恵
五
年
九
四
二
 ｜
 寛
仁
元
年
一
 
0
 
一
七
）
 は
 天
台
宗
恵
心
流
の
祖
、
そ
の
主
著
は
往
生
要
集
、
法
然
上
人
 源
空
（
長
承
 
二
 

年
 
一
一
三
三
１
 %
 播
 二
年
一
二
一
二
）
は
浄
土
宗
の
祖
、
そ
の
 主
著
選
択
集
に
お
い
て
専
修
念
仏
が
往
生
極
楽
の
正
行
で
あ
る
 こ
と
を
明
か
 

す
 。
源
信
と
共
に
そ
の
 学
 仏
道
の
修
行
は
比
叡
山
で
あ
り
、
 

下
 出
 し
て
浄
土
宗
を
開
い
て
か
ら
九
条
兼
実
の
厚
い
外
護
を
受
け
 る
 。
文
治
二
年
 

臥
 大
原
 勝
林
院
 で
行
わ
れ
た
る
所
謂
大
原
問
答
な
る
大
論
議
に
 よ
り
て
、
 各
 宗
と
の
教
理
的
討
論
を
づ
く
し
浄
土
宗
の
独
立
的
 意
義
を
明
か
に
 

す
る
。
 旧
 仏
教
徒
か
ら
の
宗
派
的
圧
迫
も
大
き
か
っ
た
。
そ
の
 た
め
、
建
永
二
年
（
一
二
 0
 セ
 ）
二
月
土
佐
に
流
さ
る
。
こ
の
 時
 親
鸞
も
同
じ
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く
里
 亡
 待
て
越
後
に
流
さ
る
。
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
許
さ
 れ
て
京
に
帰
り
翌
年
 寂
す
 。
そ
の
選
択
集
は
九
条
兼
実
の
請
に
 よ
り
著
す
。
 
明
 

 
 

。
・
。
上
人
高
弁
（
・
が
文
三
年
一
一
七
三
 
｜
 寛
喜
四
年
一
二
三
三
 
は
 華
厳
宗
中
興
の
祖
、
後
鳥
羽
上
皇
よ
り
栂
尾
山
を
賜
わ
り
 高
 山
寺
を
創
 刑
 、
 

花
 

 
 

 
 

 
 

に
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
高
唱
し
て
日
蓮
と
改
む
。
文
応
元
年
 
二
 
二
六
 0
 ）
立
正
安
国
論
を
北
条
時
頼
に
呈
し
、
怒
に
ふ
れ
 て
 伊
豆
に
流
さ
 

る
 。
そ
の
後
ま
た
 佐
卜
に
 
流
さ
れ
た
が
、
身
延
山
に
入
っ
た
の
 は
 五
十
三
才
。
の
ち
武
蔵
池
上
に
て
 寂
す
 。
 

（
 
お
 ）
叢
書
、
平
家
物
語
、
二
一
八
頁
 
｜
 二
三
 0
 頁
 、
福
井
康
 

｜
 
一
二
一
二
）
と
の
物
語
り
の
時
、
上
人
は
、
十
悪
五
逆
も
廻
 

献
肝
 す
る
の
で
あ
っ
て
、
 
献
 欣
の
次
第
で
な
く
、
 
欣
 厭
の
次
第
 

極
楽
の
こ
と
を
説
く
。
そ
れ
は
教
理
 卍
に
世
押
 
浄
土
教
に
合
致
 

平
乗
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
浄
土
教
は
、
 

巻
十
コ
 戒
文
の
事
」
（
 

行
正
説
を
否
定
し
て
い
る
が
（
前
出
Ⅰ
回
書
二
三
一
頁
 ｜
 二
四
 

右
が
名
僧
知
識
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
高
弁
、
真
愛
の
外
 

出
仕
手
開
山
と
な
る
。
興
禅
護
国
論
は
そ
の
主
著
。
 

こ
と
に
筆
者
は
賛
同
す
る
。
元
来
浄
土
教
は
Ⅲ
世
に
よ
っ
て
 浄
 

解
脱
上
人
員
 慶
 
（
久
寿
二
年
一
一
五
五
 
｜
 建
暦
三
年
一
二
一
三
 

舶
 深
く
帰
依
 
す
 。
正
法
眼
蔵
五
十
九
巻
が
主
著
。
 

あ
る
が
、
そ
の
法
然
批
判
は
仏
道
に
つ
い
て
 発
 菩
提
心
を
描
 煕
 

済
の
心
印
を
受
く
。
 
紹
 無
二
年
（
一
一
九
一
）
帰
朝
。
博
多
に
 

栄
西
（
永
治
元
年
一
一
四
一
 

｜
 建
保
三
年
一
二
一
五
）
は
日
本
 

苔
寺
宝
を
た
 
づ
 ね
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
波
多
野
 義
重
の
 

道
元
（
正
治
二
年
一
二
 0
0
1
 建
長
五
年
一
二
五
三
）
は
日
本
 

順
 
「
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
研
究
」
は
教
義
上
の
不
整
合
あ
り
 

下
巻
 
一
 三
二
 ｜
 五
頁
）
に
、
重
衡
が
年
来
契
っ
た
る
聖
法
然
上
 

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
平
安
朝
的
浄
土
教
的
感
傷
に
よ
 

土
 を
頭
 ぅ
 の
で
な
く
、
浄
土
を
欣
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
 

）
、
法
相
宗
の
祖
、
三
十
八
才
か
ら
笠
置
寺
に
隠
る
。
 

愚
迷
発
 

柚
 す
れ
ば
往
生
を
と
ぐ
る
 放
 念
々
称
名
 常
燭
施
 せ
よ
と
さ
と
し
 

で
あ
る
。
 

七
頁
、
渡
辺
 
貞
麿
の
 
「
平
家
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た
浄
土
教
 二に
 

す
る
も
の
と
し
て
 き
 び
し
い
も
の
が
あ
る
。
 

聖
福
寺
を
建
て
た
の
が
我
国
臨
済
寺
の
始
め
。
鎌
倉
幕
府
の
請
 

は
比
欲
 小
出
身
で
あ
る
。
 

請
 に
よ
り
吉
祥
 
山
 大
仏
寺
（
四
年
の
ち
永
平
寺
と
改
む
）
の
 開
 

曹
洞
宗
の
祖
。
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
入
宋
。
天
童
寺
如
浄
 

の
 臨
済
宗
の
祖
。
文
治
三
年
（
一
一
八
セ
）
入
宋
。
万
年
季
 虚
 

と
し
て
、
平
家
物
語
の
 

人
 
（
一
一
三
三
 

る
も
の
と
み
る
 

て
 細
々
 と
律
生
 

の
む
な
し
さ
を
 

七
集
が
有
名
で
 

庵
懐
傲
 よ
り
 臨
 

い
う
ご
と
く
、
 

山
 と
な
る
。
 
時
 

に
よ
り
鎌
倉
の
 

に
 禅
を
受
く
。
 

-
 
初
 -
 
平
宝
物
語
、
下
巻
、
 
濯
頂
 の
 巷
 、
六
道
の
さ
た
の
事
、
一
 
一
セ
 二
頁
。
 

「
 
抑
 @
 
同
上
、
二
七
五
頁
。
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（
Ⅰ
 
1
 ）
 

へ
 
0
0
 
り
 

ハ
ク
Ⅰ
）
 仏

教
と
文
学
、
西
田
正
矩
者
、
一
五
一
頁
。
琵
琶
法
師
に
つ
い
 て
 
「
平
安
末
期
の
歴
史
に
登
場
す
る
彼
等
は
そ
の
情
調
豊
か
な
 「
語
り
」
の
手
 

沃
 に
よ
っ
て
、
「
平
家
物
語
の
お
お
ま
か
な
原
像
を
 

、
 真
っ
先
 
に
 統
一
的
に
形
成
し
得
る
最
適
者
で
あ
っ
た
」
と
し
、
彼
ら
の
 独
特
の
コ
ミ
 
ユ
 

ヰ
 ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
が
構
成
さ
れ
た
」
と
す
 る
の
は
、
こ
こ
の
交
響
楽
の
意
味
に
通
ず
る
の
で
あ
る
Ⅰ
 

無
常
と
い
う
こ
と
。
角
川
文
庫
、
六
 0
 ｜
セ
頁
 。
 

仏
教
と
文
学
、
西
田
正
好
著
、
棋
風
花
。
 

平
家
物
語
、
下
巻
、
ニ
セ
 一
｜
 ニ
セ
九
頁
。
六
道
の
さ
た
の
事
 、
女
院
 御
 往
生
の
事
。
 

叢
書
、
平
家
物
語
、
一
五
九
 ｜
 一
六
九
頁
。
平
家
物
語
 
僅
頂
巻
 
成
立
者
。
 

同
上
、
上
巻
、
七
五
頁
。
西
光
計
ら
れ
の
事
。
西
光
に
対
す
る
 

平
家
物
語
、
下
巻
、
 
濯
頂
 の
 巻
 、
女
院
 御
 往
生
の
事
、
二
七
六
 ｜
セ
頁
 。
 

拷
問
が
厳
し
く
て
、
「
口
を
裂
け
」
（
八
一
頁
）
と
い
う
清
麗
 

の
 叫
 び
は
清
盛
の
 

叢
書
、
平
家
物
語
、
一
五
 0
 頁
 。
永
積
宏
明
、
平
清
盛
。
 

平
家
物
語
、
上
巻
・
四
六
 ｜
 九
頁
。
こ
こ
に
一
院
と
い
う
は
後
 白
河
法
皇
、
後
白
河
上
皇
が
出
家
し
て
法
皇
と
な
ら
れ
た
の
は
 嘉
応
元
年
、
七
 

月
 十
六
日
。
小
松
殿
は
重
盛
、
 

松
 殿
は
藤
原
基
房
で
あ
り
、
 

資
 盛
は
 重
盛
の
二
男
で
あ
る
。
後
白
河
法
皇
 は
、
 「
 ム
 
「
 
清
 感
心
 の
 ま
ま
に
ふ
る
ま
 

ふ
事
 こ
そ
・
し
か
る
べ
か
わ
ね
。
こ
れ
も
 世
末
 に
な
り
て
、
 
王
 法
尽
 ぎ
ぬ
る
 故
 な
り
 ピ
 
と
い
わ
れ
て
い
た
Ⅰ
 

平
家
物
語
、
上
巻
、
九
三
 ｜
 九
七
頁
。
教
訓
の
事
 

同
上
、
上
巻
、
一
五
八
頁
。
医
師
問
答
の
事
 

同
上
、
上
巻
、
一
五
九
頁
。
無
文
の
沙
決
の
事
 

人
間
性
を
よ
く
表
明
し
て
い
る
。
 

同
上
、
上
巻
、
四
九
頁
。
鹿
の
谷
の
事
、
事
件
は
清
盛
の
権
勢
 に
よ
り
直
感
 
が
 左
大
将
と
な
り
、
二
男
 宗
盛
が
 
右
大
将
に
な
 づ
 た
ほ
 つ
い
て
、
 

L
 位
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
こ
と
を
う
ら
ん
だ
大
納
言
藤
原
成
親
 

り
が
自
ら
ま
ね
い
た
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。
 

が
 平
家
覆
滅
を
は
か
っ
た
計
画
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
即
ち
そ
 れ
は
情
感
の
 
騎
 

同
上
、
上
巻
の
五
三
頁
。
 

棚
 川
合
戦
の
事
。
 
鹿
 俗
事
件
は
平
家
 、
 反
 平
家
の
底
深
い
経
済
闘
争
と
し
て
荘
園
争
い
の
か
ら
ん
で
 い
る
こ
と
を
 
指
 

摘
 し
て
い
る
。
こ
れ
が
清
朗
 と
 山
川
の
関
係
が
調
和
出
来
な
く
 な
る
理
由
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
闇
に
 清
盛
 
の
一
門
の
荘
周
拡
大
 政
策
へ
の
 
非
雄
 

で
も
あ
る
。
 

同
上
、
上
巻
、
一
 
0
 九
頁
。
新
大
納
言
死
去
の
事
。
大
納
言
 廉
 原
 成
規
の
子
息
が
丹
波
の
少
将
政
経
 で
 俊
寛
、
康
和
と
共
に
鬼
 界
ケ
 島
に
流
さ
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れ
た
に
つ
い
て
、
備
前
に
 摘
 居
し
て
い
た
成
親
が
、
 

成
経
 を
目
 い
 患
い
な
が
ら
世
を
去
る
様
の
あ
わ
れ
さ
は
、
こ
の
こ
と
を
 敢
 
え
て
非
情
に
 @
 

っ
た
清
 盛
へ
の
非
難
が
こ
め
、
し
れ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
同
上
、
上
巻
、
二
二
 0
 ｜
二
 
二
二
頁
。
若
宮
 
仰
 出
家
の
 
事
 。
 

（
 
何
 ）
同
上
、
上
巻
、
二
三
 
0
 ｜
 二
三
四
頁
。
 
都
 足
の
事
。
 

（
 
ぬ
 ）
同
上
、
上
巻
、
三
 
0
 
一
｜
三
 0
 三
頁
。
低
回
女
御
の
事
 。
「
古
い
人
の
申
し
け
る
は
、
滑
席
 公
は
 兄
人
に
あ
ら
ず
、
 

実
 
に
は
白
河
院
の
御
子
な
 

り
 。
」
「
さ
し
も
 御
 鼻
音
 と
 聞
え
し
 
頓
 園
女
別
を
、
 
忠
盛
 ば
こ
そ
 下
さ
れ
 け
 れ
。
」
そ
の
女
御
が
産
む
予
が
女
な
ら
ば
院
の
子
 と
 し
 男
な
ら
ば
 
忠
 

盛
の
子
と
し
て
そ
だ
て
よ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
 ら
 、
「
末
代
に
も
 清
 盛
会
ま
こ
と
に
は
、
白
河
院
の
皇
子
と
し
 て
 、
さ
し
も
た
 

や
す
か
ら
ぬ
天
下
の
大
事
、
都
世
り
な
ど
 云
ふ
 事
を
も
、
思
い
 立
た
れ
た
る
に
こ
そ
。
」
と
あ
る
。
 

（
㎎
）
同
上
、
上
巻
、
二
九
二
 ｜
 六
頁
。
入
道
逝
去
の
事
。
 

（
 
何
 ）
同
上
、
二
九
三
頁
。
 

（
 
邸
 ）
同
上
、
一
五
五
一
 
｜
 五
八
頁
。
三
師
問
答
の
事
。
 

（
 
趙
 ）
同
上
、
二
九
七
ー
 
三
 0
 
一
頁
。
碁
石
巧
の
事
。
 

（
 
仰
 ）
同
上
、
二
二
一
頁
、
三
三
四
頁
。
下
巻
、
一
 
-
 
ハ
 0
 頁
 Ⅰ
 
一
 -
 
八
一
一
一
日
一
。
 

（
㎎
）
同
上
、
二
六
 0
 頁
 、
三
四
九
頁
。
下
巻
 二
 二
頁
、
 
一
 0
 O
 頁
 。
 

（
㏄
）
同
上
、
二
二
二
頁
。
下
巻
、
二
 0
 三
頁
、
 二
 0
 六
頁
、
 
一
 一
一
三
頁
、
二
一
 セ
 百
で
 

（
㏄
）
同
上
、
下
巻
、
一
 

0
 一
八
頁
、
一
九
五
頁
、
一
九
九
頁
、
 
一
 一
 
0
0
 
頁
 、
 ニ
 0
 六
頁
。
 

（
 
駐
 ）
同
上
、
上
巻
、
二
七
一
頁
。
下
巻
、
三
一
頁
、
四
一
頁
 

一
 0
 二
頁
、
一
三
二
 
｜
一
 
三
五
頁
（
法
然
上
人
と
の
対
話
Ⅰ
 一
 三
八
 ｜
 
一
四
三
頁
、
 

二
 二
六
頁
。
 

（
 
駿
 ）
同
上
、
二
六
 
0
 頁
 、
二
六
 
@
 頁
、
二
六
 
セ
 百
で
三
四
四
 ｜
 三
四
八
頁
。
下
巻
 
セ
 八
頁
、
一
二
 
0
 ｜
 二
頁
、
一
四
三
 
｜
一
 
四
六
頁
、
一
四
 
-
 
ハ
｜
一
 

五
八
頁
（
 維
 盛
の
出
家
か
ら
入
水
ま
で
Ⅱ
 
維
盛
 入
水
の
段
の
 
第
十
八
願
念
仏
と
戒
文
の
事
（
 一
 三
二
頁
）
に
お
け
る
 蛾
 海
口
 称
の
念
仏
と
の
 

間
 に
は
教
理
論
的
に
は
重
要
な
問
題
を
は
ら
み
、
観
経
 据
 わ
り
 の
 浄
土
教
と
大
経
 枯
 わ
り
浄
土
教
と
の
相
異
の
あ
る
所
で
あ
る
 か
ら
、
散
手
 史
 

的
に
は
論
義
の
あ
る
所
だ
が
、
今
 は
 之
を
浄
土
教
的
と
い
っ
て
 よ
い
と
 艮
う
 。
 

（
 
鱒
 ）
本
論
の
註
㈲
。
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一
 、
来
年
度
学
術
大
会
の
開
催
 佼
は
 つ
い
て
 

0
 選
挙
管
理
委
員
会
昭
和
四
 セ
年
 六
月
二
四
日
（
土
）
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
の
選
出
に
つ
い
て
大
畠
 
清
 氏
を
委
員
 長
 に
選
 

出
し
た
。
 

一
 、
第
一
次
投
票
有
権
者
の
資
格
認
定
に
つ
い
て
一
一
二
名
 

の
 有
権
 

者
を
確
認
し
た
。
 

0
 新
入
会
員
紹
介
 

新
井
智
町
田
市
玉
川
学
園
 五
｜
 二
四
 ｜
 二
玉
川
大
 学教
授
 

創
価
大
学
講
師
 

石
井
昌
子
北
区
田
端
 町
 四
八
 

石
川
 
力
 世
世
田
谷
区
駒
沢
四
 ｜
 三
三
ー
三
三
駒
沢
大
学
 大
学
院
 

伊
藤
浄
厳
和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
高
野
山
高
野
山
大
 学
内
 

高
野
山
大
学
助
手
 

伊
藤
隆
 寿
 
世
田
谷
区
東
玉
川
二
ー
二
三
ー
 七
 
田
園
 荘
 

駒
沢
大
学
助
手
 

岩
本
光
悦
京
都
市
左
京
区
吉
田
 下
 大
路
四
一
岡
崎
万
 

京
都
大
学
大
学
院
 

ト
マ
ス
・
イ
ソ
モ
ス
渋
谷
区
東
一
一
 ｜
 一
二
 ｜
 三
上
智
大
 学教
授
 

宇
野
正
人
世
田
谷
区
船
橋
一
 
｜
 三
五
１
人
島
田
荘
 

成
城
大
学
大
学
院
 

太
田
 
心
 海
佐
賀
県
杵
島
郡
白
石
町
 堤
 五
九
六
 

佐
賀
 龍
谷
 短
大
助
教
授
 

ぬ
沢
 大
学
助
教
授
 

岡
田
真
中
央
区
銀
座
人
１
匹
 ｜
 一
二
 

鏡
 島
元
 隆
 
静
岡
県
庵
原
郡
蒲
原
町
蒲
原
二
三
二
五
 駒

沢
大
学
教
授
 

金
子
善
元
 

黒
丸
寛
之
 

小
坂
 

機
融
 

酒
井
 
得
元
 

桜
井
秀
雄
 

島
薗
進
 

杉
森
 
創
吉
 

青
龍
 
京
三
 

高
田
吉
雄
 

高
橋
 

壮
 

万
本
昭
男
 

築
山
修
道
 

土
井
道
子
 

徳
永
六
億
 

中
山
 
照
光
 

片
山
一
良
 
世
田
谷
区
駒
沢
 ニ
 ー
三
四
 ｜
 一
九
市
 之
瀬
方
 

 
 

大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
嘱
託
㍑
 

川
崎
市
幸
区
南
幸
町
 ニ
ー
一
 0
 上
 
ハ
ー
 二
 

 
 

 
 

高
輪
高
校
講
師
（
 

横
浜
市
緑
区
松
風
ム
二
四
 ｜
 一
四
駒
沢
大
学
助
教
授
 

駒
沢
大
学
助
教
授
 

港
区
高
輪
 ニ
ー
 
一
一
 ｜
一
 

駒
沢
大
学
教
授
 

世
田
谷
区
駒
沢
一
 
｜
 二
三
 ｜
一
 

駒
沢
大
学
教
授
 

世
田
谷
区
鎌
田
 二
 １
玉
 ｜
三
 

葛
飾
区
亀
有
五
 ｜
 
一
二
 ｜
 
一
二
無
興
ビ
ル
 
五
 0
 六
 

東
京
大
学
大
学
院
 

渋
谷
区
西
原
二
１
匹
 ｜
一
 0
 

日
本
社
会
事
業
大
学
講
師
 

世
田
谷
区
上
馬
匹
１
匹
１
玉
横
溝
 
方
 駒

沢
大
学
講
師
 

練
馬
区
東
大
泉
一
六
 0
 
 池
田
方
東
洋
大
学
大
学
院
 

文
京
区
本
郷
 人
｜
セ
 １
人
 

東
京
大
学
大
学
院
 

文
京
区
向
丘
 一
｜
二
 0
 ｜
七
 

東
大
 Y
M
C
A
 

東
京
大
学
大
学
院
 

京
都
市
北
区
小
山
南
上
総
 町
 
一
九
武
田
方
 

大
谷
大
学
大
学
院
 

千
代
田
区
麹
町
口
１
人
 

佐
賀
市
八
戸
 二
 １
匹
 ｜
 三
佐
賀
熊
谷
短
大
助
教
授
 

ム
ロ
東
区
上
野
桜
木
 
一
｜
 一
四
 ｜
 
一
一
 東

洋
大
学
大
学
院
 



松
浦
貢
法
目
黒
区
東
 ケ
丘
ニ
ー
 一
一
１
丁
一
村
彩
花
 
二
｜
 一
 

駒
沢
大
学
大
学
院
 

森
川
貞
雄
世
田
谷
区
駒
沢
三
 
｜
 一
二
 ｜
 
一
七
全
米
 荘
二
  
 

曹
洞
宗
教
化
研
修
所
員
 

ぬ
崎
俊
生
京
都
市
伏
見
区
向
島
中
島
町
一
四
日
の
出
 荘
 二
五
 

京
都
保
育
専
門
学
院
講
師
 

ぬ
 下
若
音
池
田
市
姫
室
町
九
 
｜
二
 0
 
 凌
雲
閣
 五
 

京
都
大
学
大
学
院
 

吉
田
正
紀
藤
沢
市
辻
堂
元
町
 
四
｜
 
一
一
 ｜
 一
二
 立

教
大
学
大
学
院
 

愛
知
学
院
大
学
講
師
 

若
山
女
芝
常
滑
市
丸
山
一
三
 

渡
辺
善
勝
 
仙
 ム
ロ
 
市
 片
平
 丁
 

東
北
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
 究
室
 

東
北
大
学
助
手
 

紅
楳
英
顕
 
京
都
市
下
京
区
北
小
路
庚
申
節
人
高
雄
町
 
仁
 本
方
 

京
都
大
学
研
修
 員
 

報
 

西
村
浩
太
郎
京
都
市
北
区
小
山
下
総
町
三
九
 
｜
一
 

ル
ビ
マ
ン
シ
。
 
ン
 四
六
 

京
都
大
学
助
手
 

ム
 %
 
ア
 

納
富
 
常
人
横
浜
市
金
沢
区
金
沢
町
二
 
0
 九
 

駒
沢
 大
 学
 講
師
 

羽
塚
 
手
和
京
都
市
右
京
区
 桂
 上
野
北
町
二
八
川
島
 方
 

大
谷
大
学
大
学
院
 

長
谷
正
当
奈
良
市
桂
木
町
一
六
 ｜
二
 0
 大
京
都
産
業
人
 学
 勤
務
 

篠
崎
正
美
福
岡
県
朝
倉
郡
朝
倉
町
此
度
 松
 四
五
八
 九

州
大
学
助
手
 

大
林
太
良
東
京
大
学
助
教
授
 

星
野
元
聖
寵
谷
大
学
教
授
 

徳
永
宝
 
雄
 

京
都
大
学
大
学
院
 

舘
煕
道
 
富
山
大
学
教
授
 

  

 
 

執
筆
 
き
 

紹
介
 

中
英
三
関
西
大
学
教
授
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~ b e r  bas ~ b e l  im Denken bei Leibniz 

Eizo TANAKA 

Die Bestimmung des ~ b e l s  durch die Privation (privatio), eigenartig im Denken 

des Leibniz, ist von Kant und besonders Schelling verweigert, obwohl es in seiner 

Einstellung eine vermittelnde Anweisung dazu gibt. 

Bei Leibniz hat jede mogliche Kreatur vor Schopfung, i. e. Moglichkeit, zwar 

das Recht, Existenz zu beanspruchen nach dem MaRe nach ihrer Vollkommenheit, 

aber dessen Anspruch ist, ohne die auf die ideale Realitat Wirkung Gottes, in sich 

selbst unerreichbar, weil jede mit sich den zureichenden Grund nicht fuhren kann. 

Das bedeutet zugleich, daR diese grundliche Unvollkommenheit eine andere Limitation 

zur Folge hat ,  die namlich die gottliche Wirkung beschrankt und unzureichend 

rezeptieren kann. 

Die zweifaltige Unvollkommenheit wirft darauf einen Schatten, als ob die Kreatur 

im Dunkel verhullt ware. Man durfte rnit Leibniz wohl ein solche Privation als 

das ~ b e l  definieren, so fern es sich seiner Natur nach so zur unredlichen Seinsart 

der Kreatur verhalt, wie sie sich haufig ihren Antrag vergiRt und Fortschritt 

versaumt, welche gerade fur Gott verantwortlich sein sollte. Deswegen hat Schelling 

der Theorie Leibnizens heftig einen Vorwurf gemacht. 

Allein diirfte das ~ b e l  in seiner Privationslehre, meiner Meinung nach, doch 

irgendeine Positivitat von der erdriickten oder komprimierten Art haben. Auch 

Leibniz hielte die Tragheit der Kreatur fur die Unzutraglichkeit, anders gesagt, steckte 

mit der verborgenen Arglist. Auf dessen Grund geschieht sowohl die Vermischung der 

deutlichen rnit verworrenen Darstellung (perception), als auch der schlechte Wille, 

denn das ~ b e l  hat unter Hulle des Guten maskiert. Hiernach ISst sich die letzte 

Frage, warum wir die gSttliche Absicht irrig vermuten. Leibniz nimmt es dafur 

sehr genau mit dem notwendigen Anschlag, der die Begehrung und Bestrebunng, 

von einer Darstellung zur anderen mehr deutlichen uberzugehen, und den immer- 

wahrenden Fortschritt in sich fa&. Seine Privationslehre zeigt uns die Gefahrlich- 

keit, und erweckt zugleich reflektierend unsere notige Seinsweise. Wir konnen also 

in diesem Zwischenraum das ijbel als ein dynamisch konstrulctives Prinzip der 

besten Welt ausfinden. 



Comparative Remarks on the Myth of 

Oath-Making of Amaterasu and Susanoo 

Taryo OBAYASHI 

The Japanese myth of oath-making of Amaterasu and Susanoo, as  recorded in 

the Kojiki and the Nihonshoki, has three major aspects. 

The first aspect is the contest by parallel creation. A close parallel is found 

in the old Iranian myth in the BundahiSn : Ohrmazd and Ahriman struggled with 

each other by producing Amahraspand and evil spirits respectively. Some traces 

of this motif are known from the Altaic peoples, inter alia from the Tungus and 

the Koreans. 

The second aspect is the so-called "Kingship in Heaven". Although the 

Japanese myth lacks the major element of successive usurpations of the kingship 

in Heaven, it betrays some traces of the mythologem, but also shows resemblance 

in details to the Greek version, e. g. injury of genital organ the threefold division of 

the universe. Traces are also suggested for Eastern China and Korea. 

The third aspect is the hieros gamos. Although some Japanese scholars lay 

much weight on this aspect, I take it for being subordinate to the above two, since 

the myth deals primarily with the kingship in the Heavenly World. That the 

brother and the sister stand on both sides of the Heavenly River reminds one of a 

passage in the Bundahih, in which the primeval cattle and Gayomart stood on 

both sides of the cosmic river. Some other elements of the hieros gamos have 

parallels in China and Korea. 

The Japanese oath myth seems to me to have derived ultimately from the 

Iranian world and to have reached, possibly tinged with Greek elements, via the 

Altaic peoples to Japan. 



On the Other-Power 

Genpo HOSHINO 

What is the Other-Power ? I t  is the essential principle of religious salvation. 

It consists of tri-dimension .,,,.Incarnation, Bliss, and Truth. 

Salvation by the means of the Other-Power is attained, in function of Nirma- 

nakaya or ' Body of Incarnation ', the emancination from human sufferings in the 

world life. And Tathagata or ' God ' and His faculty of salvation ..... these concepts 

are metaphysical beings in function of Sambhogakaya or ' Body of Bliss '. Sambho- 

gakaya is transformed into Dharmakaya or ' Body of Truth  ' for purpose of salvation 

for people. The function of salvation through the Other-Power, therefore, is based 

on Dharmakaya. 

We comprehend the Other-Power if we find two structures of the religious faith 

from a concrete view-point and a theoretical, which consist, at  the background of 

the Other-Power, of the first metaphysical being of the Tathata or Truth, the 

second metaphysical of Nirmanakaya, and the real, vulgar World. 



Histrical Development of the 

Concept of Pyapatti 

Muneo TOKUNAGA 

Around the middle of the 14 th  century there arose among the followers of 

Ramgnuja the divergence of opinion regarding the way of attaining salvation, which 

resulted in the split of the Srivaisnavas into two schools known by the names of Vada- 

galai, or northern learning, and Tengalai, or southern learning. Both schools are in 

agreement in maintaining that salvation is effected ultimately by divine grace, but 

the former admits that human effort is  the prerequisite for winning the grace of 

God while the  latter, deeply convinced of the utter helpiessness of mankind, lays 

stress excessiueky on the divine grace which is to be gained by a man only through 

the act  of resigning .himself to  the divine ,will. This religious attitude of utter 

resignation is called prapatti, or "'self-surrender ". The Tengalai doctrine of 



prapatti deserves our special attention, since it shows a marked contrast to the 

Indian religion in general, which attaches value to religious efforts, such as the 

performance of rites, the practice of yoga, the meditation on the supreme being, 

and like, as the means of attaining final liberation. Scholars have so far sought 

the origin of the doctrine of prapatti in the devotional hymns of the Alvar saints 

of South India who exerted a great influence upon the Tengalai school. However, 

it is noticed in some of the original PaiicarPtrasamhitPs, which date back to the 

8 th century A. D., that the northern Vaisnava had already admitted PraPatti as  

a special way to salvation by the time of its encounter with the South Indian 

religious movement. For instance, the doctrine of sarvatyaga set forth in the 

Lak~mitantra as the way to salvation in the degenerate age, and that of nyasa 

found in the Ahirbudhnyasamhita have very close affinity to the prapatti-doctrine 

of the Tengalai school. Furthermore, the examination of the concept of sannyasa 

in the Bhagavadgita and earlier Upanisads shows that the prapatti doctrine of 

the PaiicarCitrasamhitBs had its germ as  early as in the Upanisadic age. In this 

paper, the author first described the characteristic feature of the Tengalai doctrine 

of prapatti in contrast to the Vadagalai doctrine of bhakti, and then tried to trace 

back the concept of prapatti to the Lakpzitantra, the Ahirbudhnyasamhita, the 

Bhagavadgita and the Upanisads. 



Die Menschenansiclit in der Erzahlung 

Heike Monogatari (Erzahlung des 

Geschlechts Heike) 

-iiber die religiose Bedeutung der Ansicht- 

Kido TACHI 

I Verfasser und sein Charakter 

Nach dem Essai Tsurezure-gusa (Allerlei aus miiRigen Stunden) schrieb das 

Werk Shinano no Zenji Yukinaga (Yukinaga der Vorige Bezirksvorsteher des Landes 

Shinano) ; erzahlte es der Manch Shobutsu (ein blinder Lauterspieler). 

Jener, der  Sohn des Nakayama Yukitaka, dessen Name in dieser Erzahlung sich 



zeigt, bekam die Hilfe von Jien, dern Prasidenten der Tendai-Buddhistsekte und 

wohnte zu gleicher Zeit mit dern Monch Shobutsu in Daisenboin (dem GroBen 

Kloster des Beichtkultus) znsammen. 

Daher verbanden sich diese beiden notwendig. Noch dazu war Yukinaga der 

rechte und gunstige Mann, diese Geschichte des Hauses Heike (oder Taira) zn 

schreiben. 

Denn er hatte auch durch die Beziehung zwischen seinem Vater Yukitaka und 

Taira no Tokitada eine tiefe mit dern Geschlecht Heike. 

Dadurch, daR die Erzahlung dern Volke vom blinden Mtinch Shobutsu mundlich 

geaunert wurde, entstand eine Dreinigkeit-der Zusammenklang der Herzen von 

Verfasser, Erzahler und Horern: ein Zustand, der das Werke zur heutigen Ausgabe 

Kakuichi-bon vermehrt und vergrtiBert hat. 

Den Juhalt des Werks bildet der Auf-und Abstieg der Familien Minamoto (oder 

Genji) und Taira (oder Heike) in ungefahr 30 Jahren: vom 2 Jahre der ~ r a  Ninan 

(1167), da Taira no Kiyomori Daijo-daijin (der Premierminister) wurde, bis zum 

10 der ~ r a  Kenkyu (1199), da Minamoto no Yoritomo der Vorgesetzte von Kama- 

kura Feudalregierung starb. Vor allem ausfiihrlich schildert die Erzahlung den 

Schicksalwechsel und den traurigen Untergang der Sippe Taira. 

Daher kann man sie nicht fur  eine epische Kriegsgeschichte, sondern fur eine 

lyrische Verhangnissgeschichte halten. 

I[ Das Schicksal des Menschen und die Religion. 

In dern Werke findet man haufig die Warter ,, Schicksal " und ,, Fiigung " (das 

erstere zwtilfmal ; das letztere dreimal), die es  bedeuten, daI3 das menschliche Dasein 

unumganglich zugrunde geht oder zum Tode Schritte macht. 

Die Tragik des menschlichen Daseins geht iiber allen personlichen Willen des 

Menschen und schlingt sich unentrinnbar um ihn, trotz seiner groaten Miihe, sich 

von ihr zu trennen. 

Dabei handelt es sich also um die sich selbst widersprechende Fugung des 

Menschenlebens, von der es unvermeidlich zum Tode gefuhrt wird. 

Gegenuber diesem Abgrunde seines Lebens mu13 der Mensch notwendig in der 

Existenz-hellenden Situation des Geistes stehen. 

Dieses Werk beginnt der blinde Monch mit Begleitung einer Ar t  Laute Biwa in 

trauervollen Melodien zu erzahlten ; bald predigend oder die Vergangenheit zuriick- 

denkend, bald wie ein Spielmann oder wie ein Geschichtenerzahler. Und die Horer 

nehmen dabei den tragischen Charakter des menschlichen Schicksals als ihr eigenes 

auf sich. 



In dieser Weise steht der Mensch am Abgrunde seines Lebens auf dem existe- 

ntiellen SelbstbewuBtsein. 

In diesem Sinne ist der Paragraph am Anfang der Erziihlung Heike Monogatari 

der Keim ihrer Menschenansicht, der immer diesem Buch zu Grunde liegt, bis er 

im Bande Kanjo (Empfangen der buddhistischen Taufe) Friichte t r lg t .  

Kurz gesagt, der tragische Charakter des menschlichen Schicksals ist es, den 

die Erzlhlung zeigen will. 

Es kommt das Schicksal des Menschen unvermeidlich zu Ende und schlieBt 

sich mit dem Tode. Dem Menschen kann der Buddhismus iiber seinen Tod hinaus 

den Lebensweg zu Ofi-JGdo (die Geburt in das reine Land Buddhas) ilffnen. 

Die Heike Monogatari, die den buddhistischen Gedanken im Grunde hat, lehrt 

also, daB der Geist von d p - J O ~ O  den Menschen von seinem tragischen Schicksal 

befreit und daB der Buddhismus dem menschlichen Leben die tiefste Bedeutung 

geben kann. 

Zusammenfassung am Ende: Die Heike Monogatari zeigt es am klarsten, daB 

sich die Religion durch das existentielle Selbstbewuljtsein des Menschen in der vom 

Tode gefahrdeten Situation fixiert. 

Danach, ob der Mensch anmutig oder hlBlich gestorben ist, versucht daher 

diese Erzlhlung abzuschatzen, wieweit schiin er gelebt hat. 


