
異
本
発
心
集
神
明
説
話
を
め
ぐ
る
諸
問
題

山

ロ
　
　
真
　
　
琴

一
．

方
丈
記
・
無
名
抄
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
鴨
長
明
撰
発
心
集
も
ま
た
、
成

立
問
題
を
め
ぐ
っ
て
甲
論
乙
駁
が
操
り
返
さ
れ
、
今
な
お
定
説
を
見
る
に
至
っ

て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
殊
に
原
発
心
集
の
形
髄
だ
つ
い
て
は
、
長
明
作
品
の

総
合
的
研
究
の
面
か
ら
も
、
切
に
そ
の
解
明
が
侯
た
れ
て
い
る
。
今
後
は
幾
つ

か
の
手
懸
り
を
も
と
に
、
各
箇
所
に
対
し
て
更
に
細
か
な
検
討
を
加
え
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
も
そ
う
し
た
個
別
的
検
討
の
ひ
と
つ
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
如
く
、
発
心
集
に
は
流
布
本
（
八
巻
）
・
異
本
（
五
巻
）
と
称
さ
れ

る
二
種
の
伝
本
が
あ
り
、
こ
の
南
本
の
．
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
成
立
過
程
・
原

燕
等
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
本
の
最
も
大
き
な
相
違
は
、
所

収
説
話
数
（
流
布
本
百
二
話
・
異
本
六
十
二
詣
）
と
説
話
配
列
順
に
あ
る
が
、

後
者
に
つ
い
て
は
異
本
の
方
に
錯
乱
が
認
め
ら
れ
、
流
布
本
の
そ
れ
が
正
し
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
異
本
に
は
流
布
本
巻
七
・
八
所
収
説
話
が
全
く
見
え
ず
、

同
じ
く
巻
四
～
六
の
十
数
請
も
欠
け
て
い
る
。
一
方
、
流
布
本
に
な
く
異
本
に

の
み
存
す
る
説
話
も
次
の
四
条
を
数
え
、
そ
れ
ら
が
全
て
所
謂
神
明
説
話
で
あ

る
点
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。

①
巻
第
三
糾
「
新
儲
大
明
神
僧
の
発
心
を
悦
び
給
ふ
事
」

に

し

t

る

㊥
巻
第
三
幽
「
桓
舜
僧
都
依
レ
貧
往
生
事
」

◎
巻
第
四
的
「
或
禅
尼
に
山
王
の
御
詫
宣
の
事
」

④
巻
第
四
的
「
侍
従
大
納
言
の
家
に
山
王
不
浄
の
谷
の
事
」

＜
異
本
発
心
集
（
神
官
文
庫
本
）
　
の
説
話
題
目
・
本
文
は
鴨
長
明
全
集
に
拠

る
。
‖
内
の
数
字
は
通
し
番
号
。
流
布
本
発
心
集
（
片
仮
名
整
版
本
）
も
同

じ
。
な
お
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
∨

以
下
、
こ
の
四
つ
の
神
明
説
話
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い

く
わ
け
だ
が
、
先
ず
解
明
す
べ
き
は
、
原
発
心
集
に
四
神
明
説
話
が
存
在
し
た

の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
更
に
厳
密
に
言
え
ば
、
異
本
・
流
布
本
の
祖
本

に
当
る
発
心
集
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
二
系
統
分
派
後
異

本
系
統
の
整
理
製
作
過
程
に
お
い
て
増
捕
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。

〓

こ
れ
を
解
く
手
懸
り
と
し
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
流
布
本
巻
八
㈹

注
1

「
前
兵
衛
尉
遁
世
往
生
事
」
の
末
尾
評
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
誠
に
浮
雲
の
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と
て
も
か
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
是
も
か
の
桓
舜
僧
都
の
た
ぐ
ひ
に
こ
そ
。
世

の
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
よ
り
、
得
脱
す
べ
き
緑
に
あ
り
け
る
に
こ
そ
。
』
　
（
傍
点

覇
者
、
以
下
同
じ
。
）
と
あ
る
。
本
条
に
は
〝
前
兵
衛
尉
で
あ
る
男
が
身
の



不
遇
を
咲
き
賀
茂
明
神
に
祈
放
し
た
と
こ
ろ
、
夢
に
阿
弥
陀
如
来
の
姿
を
見
て

発
心
出
家
し
念
仏
行
に
励
み
遂
に
往
生
し
た
″
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
評
語
に
も
あ
る
如
く
、
身
の
不
遇
が
往
生
の
緑
と
な
っ
た
点
に
主
題
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
評
語
中
の
『
か
の
桓
舜
僧
都
の
た
ぐ
ひ
』
と
は
、

桓
醇
を
主
人
公
と
す
る
佃
と
同
趣
の
往
生
詔
を
指
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
説
話
は
流
布
本
に
な
く
、
実
は
異
本
に
の
み
存
す
る

巻
三
幽
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

異
本
巻
三
脚
は
〝
貧
僧
で
あ
る
揖
辞
が
、
日
吉
山
王
に
幾
ら
祈
っ
て
も
効
験

が
な
い
の
で
、
稲
荷
明
神
に
詣
で
夢
の
中
で
神
験
を
芸
り
か
け
た
が
、
そ
こ
へ

日
吉
山
王
が
現
わ
れ
、
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
余
軌
が
生
じ
往
生
が
叶
わ
な
く

な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
れ
を
制
止
し
て
し
ま
う
。
山
王
の
貴
意
を
知
っ
た

桓
舜
は
、
以
後
世
俗
の
望
み
を
捨
て
後
世
の
勤
め
を
重
ね
て
往
生
を
遂
げ
た
″

と
い
う
謡
で
あ
り
、
こ
れ
が
流
布
本
巻
八
個
と
同
趣
の
主
題
を
有
し
、
先
の
評

語
の
指
示
す
る
往
生
詔
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
更
に
は
、
こ

の
話
が
巻
八
㈹
以
前
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
か
の
桓
舜
僧
都
‥

・
』
も
矛
盾
な
く
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
解
釈
が
絶
対
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
発
心
集

全
体
に
お
い
て
『
か
の
』
と
い
う
語
が
す
べ
て
既
出
の
事
柄
や
説
話
内
容
を
指

示
す
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、
割
合
と
し
て
は
さ
裡
多
く
な
い
も
の

の
、
周
知
の
事
柄
等
を
指
し
、
「
例
の
・
・
・
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ

る
場
合
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
流
布
本
巻
六
㈹
「
母
子
三
人
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買
者
遥
衆
罪
事
」
末
尾
の
『
か
の
山
陰
中
納
言
の
う
へ
に
は
た
と
へ
も
な
か
り

け
る
母
の
心
か
な
。
』
と
い
う
例
な
ど
は
、
巻
八
個
の
場
合
と
は
ぼ
同
様
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
発
心
集
に
継
子
を
海
中
に
落
し
た
山
陰
中
納
言
の
北
の

方
に
関
す
る
話
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
話
は
今
昔
物
語

集
、
宝
物
集
以
下
の
諸
宙
に
散
見
し
て
お
り
、
中
納
言
に
助
け
ら
れ
た
亀
が
そ
の

子
息
を
救
う
報
恩
詔
と
し
て
相
当
著
名
で
あ
り
、
よ
く
人
口
に
的
失
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
巻
六
郎
の
例
は
当
時
周
知
の
詣
で
あ
る
と
い
う
認

識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
に
流
布
本
巻
五
郎
に
も
、
法
華
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経
に
見
え
る
逸
話
を
指
し
た
『
か
の
妙
荘
厳
王
の
顆
ひ
に
こ
と
な
ら
ず
。
』
と

い
う
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
概
に
巻
八
個
の
記
述
が
既
出
の
桓
醇
説

話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
判
断
は

桓
醇
の
往
生
詔
が
ど
れ
程
流
布
し
著
名
で
あ
っ
た
か
に
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
異
本
的
と
餌
似
関
係
に
あ
る
先
行
説
話
は
現
在
の
と
こ
ろ
見

当
ら
ず
、
極
め
て
近
似
し
た
話
を
収
め
る
日
吉
山
王
利
生
記
（
以
下
、
山
王
利

注
．
2

生
記
と
す
る
。
）
も
十
三
世
紀
後
半
以
降
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
但

し
、
山
王
利
生
記
が
自
害
社
の
利
生
詔
を
発
心
葉
か
ら
採
録
す
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
、
両
宙
の
共
通
源
泉
、
即
ち
現
存
山
王
利
生
記
・
山
王
絵
詞
等
の

古
本
に
当
る
も
の
が
存
在
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
必

ず
し
も
異
本
栂
が
初
採
録
話
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
他
に
も
広
く
流
布
し
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
流
布
情
況
の
一
端
を
示
す
も
の
に
古
今
著

聞
集
巻
一
朗
が
あ
る
。
本
詔
は
春
日
明
神
の
利
生
詔
で
、
貧
し
い
学
僧
が
明
神

の
託
宣
を
受
け
往
生
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
は
『
此
事
、
山

の
桓
醇
が
稲
荷
の
利
生
荒
を
、
日
吉
の
さ
ま
た
げ
さ
せ
給
け
る
た
め
し
に
少
し

も
た
が
は
ず
侍
け
り
。
』
＜
日
本
古
典
文
学
大
系
本
文
V
と
い
う
評
語
が
叙
さ

れ
て
い
る
。
先
の
発
心
集
の
例
と
比
揆
す
る
と
、
若
干
話
の
梗
概
を
記
す
こ
と

に
よ
っ
て
読
者
の
想
起
を
促
す
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
や
は
り
周
知
の
話
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
発
心
葉
の
場
合
も
異
本
銅
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
可
能
性
も
依

10



然
残
さ
れ
て
お
り
、
今
は
あ
く
ま
で
異
本
神
明
説
話
が
祖
本
に
存
在
し
た
こ
と

の
傍
証
と
し
て
巻
八
佃
の
評
語
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

他
に
有
力
な
手
懸
り
と
な
る
の
が
発
心
集
と
私
緊
百
因
縁
集
（
以
下
、
百
因

縁
集
と
す
る
。
）
と
の
伝
承
関
係
で
あ
る
。
同
番
の
問
に
直
接
関
屑
の
あ
る
こ

注
8

と
は
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
お
り
、
百
因
縁
集
巻
八
佃
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
、

霜
老
住
信
が
長
明
発
心
集
を
披
見
し
て
い
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
。
近
年
、
浅

見
和
彦
氏
は
、
異
本
神
明
説
話
の
う
ち
の
二
謡
が
百
因
縁
集
に
杏
承
さ
れ
て
い

る
点
か
ら
、
住
信
の
使
用
し
た
発
心
集
に
は
異
本
に
の
み
存
す
る
四
神
明
説
話

注
4

が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
氏
の
御
説
を
婆
的
す
る
と
と

も
に
、
改
め
て
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

先
ず
両
番
の
伝
承
関
係
か
ら
次
の
よ
う
な
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
第
一
に
、
百
因
緑
葉
が
巻
九
脚
～
間
で
は
流
布
本
発
心
集
巻
五
郎
、
巻
六
糾

㈹
軸
を
、
ま
た
同
じ
く
巻
九
㈹
～
餌
で
は
流
布
本
巻
一
間
川
㈹
州
、
巻
二
㈹
、

巻
三
聖
巻
四
的
的
を
連
続
し
て
採
録
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
百
因
縁
集

が
巻
九
の
飢
に
お
い
て
、
異
本
発
心
集
に
の
み
存
す
る
神
明
説
話
を
　
（
巻
四

的
、
巻
三
国
の
順
序
で
）
採
録
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
第
一
点
は
、
百
因

縁
集
に
と
っ
て
発
心
集
が
い
か
に
重
更
な
依
拠
資
料
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
と

同
時
に
、
そ
の
採
録
原
則
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
連
続
採
録

す
る
場
合
、
忠
実
に
流
布
本
発
心
集
の
配
列
順
に
従
う
と
い
う
態
度
を
表
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
第
二
点
か
ら
は
、
百
因
縁
集
の
出
典
と
な
っ
た
発
心

集
が
如
何
な
る
形
態
で
あ
っ
た
の
か
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
甘
因
緑
集
が
流

布
本
発
心
集
巻
七
・
八
所
収
謡
を
全
く
採
っ
て
い
な
い
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、

そ
れ
は
異
本
に
の
み
存
す
る
説
話
を
含
む
流
布
本
の
巻
六
ま
で
の
形
態
で
あ
っ

た
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
れ
を
仮
に
Ⅹ
本
発
心
集
と
す
る
。
）
付
言

す
れ
ば
、
私
は
こ
の
Ⅹ
本
発
心
集
を
瀾
存
す
る
伺
伝
本
の
あ
る
腰
階
で
の
．
祖
本

注
5

と
考
え
る
。

で
は
、
住
信
の
使
用
し
た
Ⅹ
本
発
心
柴
の
ど
こ
に
、
異
本
幽
銅
は
収
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
百
因
縁
集
の
採
録
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く

と
も
流
布
本
巻
四
的
「
詣
二
日
吉
社
】
僧
取
二
奇
死
人
】
事
」
よ
り
も
後
で
、
印
材

の
順
に
配
さ
れ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
も
流
布
本
巻
四
最
終
話
で
あ
る

的
は
、
異
本
幽
銅
と
同
じ
く
日
吉
山
王
に
関
す
る
神
明
説
話
で
あ
り
、
巻
六
以

前
に
神
明
説
話
と
呼
べ
る
も
の
が
他
に
な
い
こ
と
か
ら
、
異
本
的
的
は
流
布
本

巻
四
囲
と
近
接
乃
至
隣
接
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
更
に
は
、
残
る
異
本
糾

初
も
同
様
に
巻
四
末
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
浅
見
氏
の
御
指

摘
の
如
く
、
神
明
説
話
で
あ
る
こ
れ
ら
が
位
置
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、

巻
四
末
を
お
い
て
他
に
な
い
と
言
え
よ
う
。

右
の
推
定
を
よ
り
確
か
に
し
て
く
れ
る
の
が
、
先
に
触
れ
た
山
王
利
生
記
と

発
心
集
と
の
類
語
関
係
で
あ
る
。
雨
露
の
関
係
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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流
布
本
巻
四
的

ナ
　
　
　
　
　
シ

ナ
　
　
　
　
　
シ

ナ
　
　
　
　
　
シ

異
本
巻
四
的

異
本
巻
三
的

異
本
巻
四
的

山
王
利
生
記
第
六
糊
㈹

山
王
利
生
記
条
六
川

山
王
利
生
記
第
六
同

山
王
利
生
記
第
六
川

∧
山
王
利
生
記
第
六
は
仝
七
謡
で
、
日
脚
は
退
命
・
覚
尊
に
関
す
る
詰
。
∨

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
異
本
神
明
説
話
の
う
ち
の
三
話
ま
で
が
流
布
本

巻
四
囲
（
異
本
巻
四
的
）
と
と
も
に
山
王
利
生
記
と
類
諸
関
係
に
あ
る
。
一

方
、
こ
れ
に
対
応
す
る
山
王
利
生
記
の
説
話
が
全
て
巻
第
六
に
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
両
書
の
共
通
源

泉
に
は
少
な
く
と
も
山
王
利
生
記
第
六
に
当
る
部
分
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
同

時
に
四
つ
の
神
明
説
話
が
発
心
集
に
採
録
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
王

利
生
記
し
」
の
腰
諸
関
係
は
発
心
葉
の
右
の
四
話
が
同
魔
の
経
蘭
を
七
ど
っ
て
薪



収
さ
れ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
異
本
に
の
み
存
す
る
神
明
説
話
が
Ⅹ
木
発
心
集
に
存
在
し
、
そ
の
位

置
は
巻
四
末
尾
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
を
示
し
て
み
た
。
以
下
、
こ
れ
に
些
づ

き
、
四
神
明
説
話
が
Ⅹ
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
た
の
か
を
推

定
し
て
い
き
た
い
。

三

四
神
明
説
話
の
前
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
流
布
本
巻
四
最
終
話
の
は
、

〝
日
吉
社
へ
百
日
詣
で
を
行
っ
て
い
た
僧
が
、
八
十
余
目
頃
、
母
に
死
な
れ
た

が
埋
葬
で
き
ず
に
い
た
女
に
同
情
し
て
、
そ
の
埋
葬
を
手
伝
っ
た
。
そ
し
て
振

れ
を
恐
れ
身
を
清
め
て
再
び
社
へ
詣
で
た
と
こ
ろ
、
十
禅
師
が
僧
の
行
為
に
感

動
し
罪
を
許
し
た
″
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
本
話
の
主
眼
は
尊
い
慈
悲
心
か
ら

犯
し
た
禁
忌
が
許
容
さ
れ
た
点
に
あ
り
、
十
禅
師
の
託
宣
に
は
『
我
も
と
よ
り

神
に
非
ず
。
あ
は
れ
み
の
余
に
跡
を
た
れ
た
り
。
人
に
信
を
お
こ
さ
せ
ん
が
為

な
れ
ば
、
物
を
い
む
こ
と
も
又
か
り
の
方
便
な
り
。
』
と
い
う
、
物
忌
み
に
対

す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
流
布
本
的
に
続
き
得
る
の
は
異
本
四
神
明
説
話
の
う
ち
の
ど
れ

で
あ
ろ
う
か
。
先
の
百
因
縁
集
の
採
録
原
則
か
ら
印
材
の
順
序
は
決
定
し
得
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
軸
を
除
い
た
残
る
三
謡
を
検
討
し
た
場
合
、
や
は
り
的
が

流
布
本
的
と
最
も
強
く
瀾
達
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
的
に
は
〝
侍
従
大
納
言
成

通
の
病
気
を
祈
甫
す
る
た
め
に
仕
え
て
い
た
已
講
の
前
に
、
十
禅
師
が
上
童
に

姿
を
変
え
て
現
わ
れ
、
物
忌
み
を
無
視
す
る
已
講
に
対
し
て
、
そ
の
必
要
性
を

説
き
諭
し
た
″
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
見
、
流
布
本
的
と
本
話
の

物
忌
み
に
つ
い
て
の
主
張
が
矛
餌
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
流
布
本
的

の
託
宣
の
後
半
部
分
に
は
、
『
た
だ
此
の
事
人
に
か
た
る
な
。
愚
な
る
者
は
、

な
ん
ぢ
が
燐
の
す
ぐ
れ
た
る
に
よ
り
制
す
る
事
を
ば
し
ら
ず
。
み
だ
り
に
是
を

例
と
し
て
、
わ
づ
か
に
お
こ
せ
る
信
も
又
み
だ
れ
な
ん
と
す
。
も
ろ
！
1
の
事

人
に
よ
る
べ
き
故
な
り
。
』
と
あ
っ
て
、
物
忌
み
は
患
か
な
衆
生
に
と
っ
て
は

必
要
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
流
布
本
的
の
禁
忌
許

容
は
特
例
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
し
、
一
方
、
物
忌
み
を
信
じ
な
い
愚
者
に
対

す
る
教
訓
語
と
し
て
の
性
格
を
異
本
銅
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、

異
本
銅
の
託
宣
の
車
に
も
、
『
然
る
に
、
詔
の
衆
生
愚
に
し
て
空
し
く
往
反
り

す
る
を
見
れ
ば
、
生
る
～
も
恵
し
く
、
死
ぬ
る
も
悪
し
き
也
。
是
に
依
っ
て
、

衆
生
を
助
け
ん
が
為
に
跡
を
垂
れ
た
れ
ど
も
、
猶
生
死
を
ば
忌
め
と
禁
め
た
る

也
。
』
と
い
う
物
忌
み
に
関
す
る
神
の
本
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
両

話
の
問
に
は
物
忌
み
を
め
ぐ
る
神
明
詔
と
い
う
共
通
性
が
あ
り
、
ま
た
禁
忌
と

知
り
つ
つ
犯
し
逆
に
賞
訳
さ
れ
た
流
布
本
的
の
僧
と
、
物
忌
み
は
不
要
だ
と
主

張
し
て
批
難
さ
れ
た
異
本
銅
の
巳
講
と
の
対
相
性
も
認
め
ら
れ
る
。
他
に
共
通

要
素
と
し
て
は
、
託
宣
が
日
吉
七
社
の
一
つ
で
あ
る
十
禅
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
結
局
、
流
布
本
佃
に
連
続
す
る
の
は
異
本
的
以
外

に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

次
に
、
残
る
三
請
の
中
か
ら
密
接
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
日
吉
山
王
利
生

詔
と
い
う
点
で
一
致
す
る
的
と
榊
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
刷
は

三
井
寺
蛮
守
の
新
羅
大
明
神
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
ま
た
、
各
語
末
の
評
語
を

見
る
と
、
幽
細
岡
が
所
収
説
話
の
内
容
に
関
わ
る
叙
述
の
み
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
剛
に
は
本
邦
と
神
と
の
因
縁
や
神
の
利
益
に
つ
い
て
の
解
説
が
付
加
さ
れ

て
け
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
鍋
と
榊
が
連
接
し
、
剛
が
神
明
説
話
群
の
最

終
話
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
（
後
者
の
決
め
手
と
な
る
評
語
に
つ
い
て
は

後
節
で
触
れ
る
。
）

国
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
拒
錦
が
『
貧
』
に
よ
っ
て
往
生
し
た
話
で
あ
る
。
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一
方
、
紗
は
〝
日
吉
明
神
が
乗
り
移
る
と
い
う
老
尼
の
も
と
を
訪
れ
た
僧
が
、

『
往
生
の
業
』
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
う
た
の
に
対
し
、
明
神
は
『
慈
悲
』

と
『
質
直
』
が
重
要
で
あ
り
、
殊
に
『
質
直
』
を
心
掛
け
よ
と
答
え
た
″
と
い

う
内
容
を
持
つ
。
と
も
に
往
生
の
機
縁
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
往
生
を
遂
げ
る

た
湖
に
は
何
が
心
安
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
主
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
点
に
両

話
の
強
い
関
連
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い

て
は
、
最
末
尾
の
剛
と
の
関
連
要
素
の
認
め
ら
れ
る
佃
を
後
に
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
的
に
は
日
吉
山
王
以
外
の
稲
荷
明
神
が
登
場
し
て
お

り
、
こ
れ
が
最
後
の
新
羅
大
明
神
説
話
へ
の
連
想
契
機
に
な
り
得
て
い
る
か
ら

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

で
あ
る
。
更
に
は
、
他
の
話
に
は
見
ら
れ
な
い
夢
の
中
で
の
託
宣
と
い
う
要
素

が
幽
脚
に
共
通
し
て
あ
り
、
ま
た
各
々
の
託
宣
に
お
い
て
主
人
公
の
往
生
が
予

告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
幽
剛
と
い
う
配
列
順
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

以
上
、
や
や
煩
雑
に
な
っ
た
が
、
異
本
神
明
説
話
の
原
配
列
を
推
定
し
て
み

た
。
そ
の
結
果
を
改
め
て
図
示
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。

流
布
本
的
（
異
本
的
）
」

異
　
本
的

異
　
本
的

異
　
本
幽

異
　
本
的

千
八
物
忌
み
∨

丁
∧
往
生
の
緑
V

0

　

0

　

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

十
押
印
に
よ
る
共
訳

0

　

0

　

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

十
禅
師
に
よ
る
批
難

0
0
0
0

日
吉
明
神
の
託
宣
（
質
直
）

0
0
0
0

日
吉
明
神
の
託
宣
（
貧
）

夢
中
の
往
生
予
告
・
日
吉
山
王
以
外
の
明
神

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
流
布
本
の
配
列
皿
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
ひ
従
っ
て
、

神
明
説
話
群
の
場
合
も
、
大
き
く
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
後
、
各
々
逆
の
順
序
で

再
び
収
録
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
の
経
給
の
詳
細
は
不
明
と
す
る
他
な
い

が
、
た
だ
異
本
的
が
主
題
上
強
い
関
連
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
鍋
と
は
分
離

し
紬
と
連
接
し
て
い
る
の
は
、
先
述
し
た
〝
往
生
夢
告
″
　
〝
日
吉
山
王
以
外
の

明
神
″
と
い
っ
た
共
通
要
素
が
、
説
話
配
列
の
上
で
よ
り
重
視
さ
れ
た
結
果
で

は
な
い
か
と
憩
橡
さ
れ
る
。

四

と
こ
ろ
で
、
流
布
本
的
（
異
本
的
）
を
も
含
む
五
つ
の
神
明
説
話
が
、
後
人
と

り
わ
け
日
吉
大
社
関
係
の
説
話
管
知
者
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

注
6

と
い
う
御
指
摘
が
あ
る
。
確
か
に
巻
四
末
尾
と
い
う
増
補
の
容
易
な
部
分
に
こ

れ
ら
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
更
に
そ
の
可
能
性
は
強
い
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
巻
四
末
の
神
明
説
語
群
が
明
ら
か

に
後
人
の
増
補
で
あ
っ
て
、
巻
四
の
他
の
部
分
等
と
全
く
別
の
段
階
で
収
録
さ

れ
た
、
と
は
断
定
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
の
見
方
も
十
分
成
り
立
つ
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
理
由
を
幾
つ
か
の
点
に
わ
た
っ
て
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。

先
ず
、
流
布
本
巻
四
所
収
説
話
の
配
列
情
況
と
、
神
明
説
話
群
の
そ
れ
と
の

関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
的
を
除
く
巻
四
の
説
話
配
列
の
あ
り
様
を
ま

13

右
図
か
ら
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
前
三
話
・
後
二
謡
は
異
本
に
お
い
て
逆

順
な
が
ら
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
事
象
は
、
神
明
説
話
群
の
原
配
列
の
痕
跡

を
、
異
本
が
幾
分
な
り
と
も
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
ち
な
み
に
両
伝
本
間
に
は
同
様
の
例
が
次
の
二
箇
所
に
認
め
ら
れ
る
。

流
布
本
㈹
㈹
＝
異
本
㈹
㈹
、
流
布
本
釦
餌
＝
異
本
㈹
㈹

と
め
て
図
示
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

…
∪
入
神
仙
界
の
不
芸
∨

胃
人
仏
道
者
の
弱
者
に
対
す
る
慈
悲
V
I

1
（
法
華
持
者
）



胃
人
悪
縁
と
し
て
の
育
霞
に
会
中
な
が
ら
克
服
－

悪
線
に
敢
て
近
付
き
克
憬

胃
基
線
と
し
て
の
魔
∨
…
…
…
…
銅
絹
…
欺
1

㈹
　
　
－
　
　
現
世
離
脱
の
録
・
発
心
の
す
す
め
ー

‾＜往生の悪縁＞

前
半
部
分
で
は
、
鯛
と
的
、
的
と
的
が
二
話
一
類
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

類
間
に
は
、
僅
か
に
法
華
持
者
が
登
場
す
る
と
い
う
共
通
要
素
が
見
出
せ
る
。

続
く
国
と
的
、
国
と
的
が
同
じ
く
対
応
関
係
を
示
し
、
こ
の
四
話
は
∧
往
生
の

ヽ
ヽ悪

縁
V
を
主
題
と
し
て
い
る
点
で
一
括
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
榊
は

『
況
や
つ
か
へ
て
罪
を
つ
く
り
、
妻
子
の
故
に
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
に
つ
け
て
も
、

難
に
あ
ふ
事
数
も
知
ら
ず
。
雷
に
あ
へ
る
故
ま
ち
！
1
な
り
。
只
不
道
の
国
に

生
れ
ぬ
る
ば
か
り
な
ん
諸
の
苦
し
み
に
な
ん
あ
は
ぎ
り
け
る
。
』
　
（
末
尾
評

語
）
等
に
よ
っ
て
、
一
連
の
悪
縁
説
話
を
総
括
す
る
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
柄
と
的
の
顆
間
に
は
全
く
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
ず
、
最

後
の
的
も
孤
立
し
て
い
る
感
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
よ
っ
て
、
巻
全
体
が

大
き
な
主
題
展
開
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
巻
一
な
ど
と
比
較
し
た
場
合
、

巻
四
の
配
列
構
成
は
単
純
で
、
や
や
緊
密
性
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
が
、
そ
れ
故
に
、
囲
以
前
と
何
ら
関
連
性
を
持
た
ぬ
神
明
説
話
群
が
、
時

を
同
じ
く
し
て
配
列
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま

た
、
神
明
説
話
群
が
主
に
正
負
の
対
照
的
対
応
関
係
や
l
対
の
関
係
に
よ
っ
て

配
列
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
異
本
的
と
的
の
類
問
に
強
い
関
連
性
が

見
出
せ
ぬ
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
巻
四
の
そ
れ
ま
で
の
配
列
傾
向
と
一
致
す
る
わ

け
で
、
配
列
の
面
か
ら
見
た
場
合
、
神
明
説
語
群
が
巻
四
の
他
の
部
分
に
比
し

て
異
質
で
ぁ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
よ
う
に
革
っ
。

次
に
、
看
過
で
き
な
い
問
題
と
し
て
、
巻
四
末
と
巻
五
冒
頭
と
の
つ
な
が
り

を
考
え
た
い
。
発
心
集
巻
六
ま
で
の
部
分
を
見
る
と
、
巻
相
互
間
の
連
絡
、
即

注
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ち
巻
末
と
巻
頭
と
の
連
関
に
も
意
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

が
、
現
存
流
布
本
の
巻
四
か
ら
巻
玉
へ
の
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ

て
よ
い
。
そ
こ
で
、
巻
五
冒
頭
話
的
と
発
心
語
と
い
う
点
で
一
致
す
る
的
を
巻

四
の
最
終
話
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
今
改
め
て
、

Ⅹ
本
に
お
い
て
最
終
話
と
推
定
さ
れ
る
異
本
剛
と
巻
五
冒
頭
話
と
の
つ
な
が
り

を
見
た
場
合
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

巻
玉
的
「
唐
房
法
朽
発
心
事
」
は
大
き
く
三
段
に
分
け
ら
れ
、
第
】
段
に

は
、
国
捕
（
唐
房
法
橋
）
が
恋
人
の
不
幸
を
契
機
と
し
て
発
心
出
家
す
る
ま
で

が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
が
本
条
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
続
く
第
二
段

は
、
唐
房
が
初
め
て
比
叡
山
に
登
っ
た
時
、
彼
が
智
証
門
（
寺
門
派
）
　
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
山
門
の
覚
運
僧
都
を
し
て
、
『
あ
は
れ
に
い
み
じ
か
り
つ
る
智

者
を
慈
覚
の
門
人
に
な
さ
で
、
智
証
の
流
へ
や
り
つ
る
、
ロ
惜
し
き
事
な

り
。
』
と
言
わ
し
め
た
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
唐
房
の
『
智
恵
か
し
こ
き
』

こ
と
を
伝
え
る
逸
話
は
、
同
時
に
寺
門
・
山
門
両
派
の
対
立
の
一
端
を
も
物
語

っ
て
お
り
、
こ
こ
に
異
本
剛
と
の
関
連
性
を
抗
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま

り
、
異
本
剛
が
そ
の
冒
頭
叙
述
『
中
比
、
山
法
師
の
為
に
三
井
寺
焼
れ
た
る
事

有
り
け
り
。
』
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
門
派
の
対
立
抗
争
を
舞
台
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
山
門
に
よ
る
三
井
寺
焼
失
と
い
う
不
幸
を
契
機
に
本
詔

の
僧
は
真
の
道
心
を
発
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
現
存
流
布
本
で
は
た
ど
り
得
な

い
巻
四
末
と
薬
玉
冒
頭
と
の
脈
絡
が
明
確
に
な
り
、
巻
四
末
に
も
と
よ
り
神
明

説
語
群
が
存
在
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
巻
五
㈹
に
お
い

て
、
次
の
脚
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
が
な
く
、
唐
房
の
発
心
語
か
ら
は
蛇
足
と
も

言
え
る
墾
一
段
が
用
意
さ
れ
た
の
は
、
巻
四
末
＝
異
本
伽
と
の
つ
な
が
り
を
慮
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っ
て
の
こ
と
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
、
更
に
そ
の
予
想
を
推
し
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
山
王
利
生
記
第
六
に
相
当
す
る
部
分
が
発
心
集
と
の
共
通
源
泉
に
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
巻
第
六
に
は
全
部
で
七
謡
が
収

め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
五
話
ま
で
が
発
心
集
と
類
諸
関
係
に
あ
る
。
残

る
追
命
・
覚
尊
に
関
す
る
二
話
に
つ
い
て
は
直
接
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
但
し
、
山
王
利
生
記
第
六
冒
頭
に
は
、
流
布
本
発
心
集

巻
二
川
「
仙
命
上
人
事
井
覚
尊
上
人
事
」
の
第
一
段
と
内
容
上
一
致
す
る
話
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
両
話
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
行
文
は
か
な
り
相
違
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
伝
承
関
係
を
取
沙
汰
す
る
に
は
や
や
た
め
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
発
心
集
佃
と
他
の
部
分
で
重
な
る
古
事
談
第
三
に
は
第
一
段
に
当
る

記
事
は
な
く
、
ま
た
拾
遺
往
生
伝
に
も
梗
概
的
記
述
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
の

で
、
今
の
と
こ
ろ
、
山
王
利
生
記
第
六
日
が
発
心
集
と
最
も
近
い
叙
述
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
発
心
集
㈹
に
お
い
て
、
山
王
利
生
記
と
の
共

通
源
泉
に
あ
っ
た
仙
命
説
話
が
簡
略
的
に
採
録
さ
れ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
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か
ろ
う
。
あ
く
ま
で
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
発
心
集
編
者
は
巻
二
間
の
編
述

の
際
に
取
材
し
た
山
王
利
生
記
と
の
共
通
源
泉
か
ら
、
再
び
巻
四
末
に
今
度
は

ほ
ぼ
忠
実
な
態
度
で
採
録
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
や
は
り
こ
れ
も
後

人
増
補
説
の
否
定
材
料
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
存
山
王
利
生
記
と
発
心
集
と
の
類
語
間
に
は
細
か
な
字
句
の
異
同
が
あ
っ

た
り
、
山
王
利
生
記
に
対
し
て
発
心
集
の
方
に
多
少
増
幅
叙
述
が
見
ら
れ
た
り

す
る
も
の
の
、
記
事
の
出
入
り
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
全
体
に
わ
た
っ
て
両
書
は
か

な
り
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
両
雷
が
と
も
に
共
通
源
泉
か
ら
忠
実

に
採
録
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
密
接
な
関
係
を
示

す
両
苔
に
も
比
較
的
大
き
な
異
同
が
桓
舜
説
話
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
即

ち
、
桓
醇
を
は
じ
め
と
す
る
『
四
傑
』
が
伊
豆
橡
現
か
ら
『
汝
等
か
な
ら
ず
本

山
に
か
へ
る
べ
し
。
し
か
ら
ば
大
位
に
い
た
り
な
ん
』
∧
続
群
督
類
従
本
文
、

以
下
同
じ
V
と
い
う
託
宣
を
受
け
、
そ
の
上
桓
辞
は
『
西
方
に
生
る
べ
き
な

り
』
と
も
権
現
か
ら
告
げ
ら
れ
て
帰
山
し
た
と
す
る
山
王
利
生
記
の
冒
頭
部
分

が
異
本
的
に
は
全
く
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
末
尾
の
『
凡
は
大
会
探
題
に
補
し
。

法
性
寺
座
主
。
天
王
寺
別
当
ま
で
経
の
ぼ
り
に
け
り
。
左
府
三
十
講
。
公
家
長

路
講
。
い
づ
れ
も
抽
裳
に
あ
づ
か
り
け
り
。
』
と
い
う
叙
述
も
異
本
的
に
は
欠

け
て
い
る
。
で
は
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
源
泉
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
難
し
い

問
題
で
は
あ
る
が
、
日
吉
山
王
の
霊
験
記
と
し
て
書
承
さ
れ
た
現
存
山
王
利
生

記
の
如
き
体
裁
が
、
や
は
り
源
泉
の
そ
れ
に
近
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
異
本

的
と
山
王
利
生
記
所
収
話
と
の
隔
た
り
が
、
即
ち
源
泉
説
話
と
異
本
由
と
の
隔

た
り
を
教
え
て
く
れ
る
と
見
る
。
そ
し
て
こ
の
両
詔
の
異
同
の
背
景
に
次
の
よ

う
な
こ
と
を
想
定
し
て
み
た
い
。
異
本
佃
の
編
述
者
は
あ
く
ま
で
生
活
の
貧
し

さ
が
桓
醇
の
往
生
の
機
縁
と
な
っ
た
点
を
主
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
前
後
に

語
ら
れ
る
栄
達
予
告
や
そ
の
事
実
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
を
よ

り
明
確
化
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
主
題
把
握

は
、
山
王
利
生
記
に
は
見
ら
れ
な
い
異
本
的
末
尾
の
『
又
貧
し
き
も
善
知
識

也
。
』
と
い
う
評
語
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
桓
辞
の
僧
界
に
お
け
る
栄
達
が

∧
貧
∨
に
よ
る
往
生
と
い
う
主
題
と
甑
蹄
を
き
た
し
か
ね
な
い
、
と
い
っ
た
受

け
取
り
方
が
編
述
者
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
往
生
の
業
を
め
ぐ
る
異

本
的
、
即
ち
前
記
と
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
っ
た
と

も
言
え
よ
う
。
か
く
の
如
き
主
題
把
握
に
よ
る
操
作
を
後
の
増
栢
者
が
果
た
し

て
行
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
編

述
者
は
神
明
説
話
を
単
に
並
べ
立
て
た
だ
け
で
は
な
く
、
発
心
共
編
者
に
対
し

て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
主
体
的
参
加
を
も
行
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
桓
舜
説
話
に
限
っ
て
山
王
利
生
記
墾
ハ
川
と
は
別
の
形

態
の
詔
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
が
、
そ
れ
を
怒
極
的
に
言

い
得
る
だ
け
の
根
拠
が
な
い
今
、
や
は
り
右
の
よ
う
に
想
定
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

異
本
的
と
山
王
利
生
記
第
六
川
の
両
詔
も
か
な
り
近
似
し
た
関
係
に
あ
る

が
、
そ
の
中
で
末
尾
の
評
語
に
少
し
異
同
が
見
ら
れ
る
。
語
末
部
を
対
比
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

に
看
取
さ
れ
る
相
対
的
認
識
（
あ
る
い
は
比
較
法
的
思
考
）
は
し
ば
し
ば
発
心

集
の
説
話
批
評
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、
ま
た
方
丈
記
と
の
関
わ
り
か
ら
長
明
の

注
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発
想
法
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
流
布
本
巻

玉
的
「
乞
児
物
語
事
」
で
は
、

○
但
し
是
ら
を
打
ち
き
け
ば
、
愚
な
る
や
う
な
れ
ど
、
能
く
恩
へ
ば
、
此
の
世

の
望
高
さ
も
い
や
し
き
も
遺
同
じ
。
我
ら
が
い
み
じ
く
恩
ひ
な
ら
は
せ
る
司

位
も
、
是
を
上
づ
か
た
に
な
ら
ぶ
れ
ば
、
翁
が
望
に
こ
と
な
ら
ず
。
況
や
天

〔
山
王
利
生
記
〕

我
今
よ
り
物
忌
つ
か
ま
つ
ら
む
と

誓
け
れ
ば
。
さ
ら
ば
向
後
の
こ
と
を

病
者
に
も
よ
く
お
し
へ
よ
。
こ
の
度

は
ゆ
る
さ
む
と
て
。
ね
い
る
が
ど
と

く
に
て
あ
が
り
給
に
け
り
。

神
慮
ま
こ
と
に
は
か
り
が
た
し
。

人
に
よ
り
様
に
し
た
が
ふ
べ
き
こ
と

に
こ
そ
。

〔
異
本
的
〕

「
今
よ
り
は
我
物
忌
仕
ら
ん
」
と
聞

え
け
れ
ば
、
「
さ
こ
そ
有
る
ぺ
け
れ
。

さ
れ
ば
是
よ
り
後
の
事
を
能
々
汝
彼
に

教
へ
よ
。
此
の
度
は
免
さ
ん
」
と
て
、

寝
入
る
が
如
く
あ
が
り
給
ひ
に
け
り
。

竺
霞
且
の
国
王
大
臣
の
あ
り
さ
ま
な
ど
は
、
喩
へ
て
も
云
ふ
べ
か
ら
ず
。

○
大
方
凡
夫
の
習
、
い
や
し
く
つ
た
な
き
事
も
身
の
う
へ
を
ば
知
ら
ず
。
此
の

故
に
乞
食
か
た
ゐ
名
聞
を
ぐ
せ
り
。
目
出
度
く
止
事
無
き
こ
と
ゝ
て
も
又
我

が
分
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
望
む
心
な
し
。
民
の
王
宮
を
ね
が
は
ざ
る
が
如
し
。

今
こ
れ
を
思
ひ
と
く
に
は
、
滞
れ
る
末
の
世
の
人
極
楽
を
ね
が
は
ぬ
は
き
は

凡
夫
だ
に
も
、
我
よ
り
上
り
た
る
人

の
恩
ふ
事
を
ば
知
る
事
無
し
。
い
は
ん

や
垂
逆
の
御
括
、
我
等
が
浅
き
心
に
て

惣
じ
て
恩
ひ
が
た
き
事
也
。

人
に
依
り
、
緑
に
随
ふ
べ
き
事
に
こ

そ
。
物
忌
無
し
と
云
ふ
は
、
仏
の
内
証

文
の
内
を
極
め
ぬ
人
の
申
し
1
郡
也
。

深
く
得
意
す
可
し
。

山
王
利
生
記
の
簡
潔
な
評
語
に
対
し
て
異
本
銅
に
は
増
幅
部
分
が
認
め
ら
れ
る

が
、
特
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
の
叙
述
で
あ
る
。
異
本
銅
の
叙
述

を
端
的
に
要
約
す
れ
ば
山
王
利
生
記
の
如
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
批
評

内
容
自
体
を
異
本
鋤
の
独
自
性
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ

め
た
る
こ
と
わ
り
也
。
彼
の
国
の
あ
り
さ
ま
衆
生
の
楽
、
事
に
つ
け
物
に
ふ

れ
て
、
な
に
か
は
我
等
が
分
に
な
ず
ら
へ
た
る
。
み
な
心
も
こ
と
ば
も
及
ば

ぬ
事
ど
も
ぞ
か
し
。

な
ど
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
巻
五
個
「
貧
男
好
二
差
図
一
事
」
に
も
、

○
但
し
此
の
事
の
い
と
な
み
に
な
ら
ぶ
る
時
は
、
か
し
こ
げ
な
れ
ど
、
能
く
恩

ひ
と
く
に
は
、
天
上
の
楽
な
は
終
あ
り
。
つ
ぼ
の
う
ち
の
す
み
か
、
い
と
心

な
ら
ず
。
況
や
よ
し
な
く
有
増
に
む
な
し
く
一
期
を
つ
く
さ
ん
よ
り
も
、
ね

が
は
ゞ
必
ず
待
つ
べ
き
安
泰
世
界
の
快
楽
不
退
な
る
宮
殿
楼
閣
を
望
め
か

し
0

と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
右
に
例
示
し
た
両
話
は
方
丈
記
・
無

名
抄
と
の
関
連
性
を
有
し
、
長
明
の
個
性
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
指

注
1
1

摘
さ
れ
て
い
る
。

相
対
的
認
識
と
と
も
に
異
本
納
の
先
述
箇
所
に
は
、
『
我
等
が
浅
き
心
に

16



て
・
L
・
・
・
』
の
示
す
所
謂
凡
愚
観
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
既
に
巻
五
個
の
例

に
も
琴
え
、
・
l
そ
れ
以
外
に
も
、

○
彼
の
僧
正
の
年
来
の
行
棟
、
助
重
が
二
戸
の
念
仏
の
外
の
事
な
れ
ど
、
彼
は

恵
遺
に
留
り
、
此
は
浄
土
に
生
る
。
変
に
知
ん
ぬ
。
凡
夫
の
愚
か
な
る
心
に

．
て
、
人
の
徳
程
計
り
難
き
事
也
。
（
流
布
本
巻
二
個
）

○
不
浄
を
観
じ
て
、
其
の
軌
を
ひ
る
が
へ
す
な
る
べ
し
。
か
く
云
ふ
は
、
人
の

・
・
身
の
け
が
ら
は
し
き
事
を
恩
ひ
と
く
な
り
。
矧
鋤
功
利
咄
山
叫
御
封
U
l
へ
咄

れ
ど
、
き
ゝ
ど
は
き
事
は
、
お
ろ
か
な
る
心
に
は
お
こ
ら
ず
。
此
の
観
に
至

り
て
は
、
目
に
見
え
心
に
し
れ
り
。
さ
と
り
や
す
く
思
ひ
や
す
し
。
（
流
布

本
巻
四
的
）

と
い
っ
た
具
合
に
発
心
集
の
説
話
批
評
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
時
と
し
て
頻
度

の
高
さ
は
一
般
性
・
時
代
性
を
物
語
る
が
、
発
心
集
宜
お
け
る
相
対
的
認
識
や

凡
愚
観
に
つ
い
て
は
説
話
批
評
の
一
類
型
を
成
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
編
者
の

思
想
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
異
本
神
明
説

話
吋
も
見
出
せ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
小
さ
な
発
見
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
と
言

っ
．
て
偶
然
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
特
に
山
王
利
生
記
と
の
比

較
か
ら
、
異
本
岡
の
編
述
段
階
で
傍
線
部
の
如
く
改
筆
さ
れ
た
と
の
予
想
も
十

分
成
り
立
つ
だ
け
に
、
右
の
煎
．
象
も
神
明
説
話
群
と
発
心
集
の
他
の
部
分
と
の

等
質
性
を
指
示
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
も
絶
対
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
他
の
部
分
と
の
関
係
を

中
心
に
増
細
説
と
は
逆
の
見
方
の
可
能
性
を
追
求
し
て
み
た
。
意
を
尽
し
得
た

わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
の
余
地
は
大
い
に
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。五

異
本
神
明
説
話
が
投
げ
か
け
て
く
る
問
題
は
実
に
多
大
で
あ
る
。
と
り
わ
け

最
も
大
き
な
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
が
、
Ⅹ
本
発
心
集
に
存
在
し
て
い

た
四
神
明
説
話
が
な
ぜ
現
存
流
布
本
に
欠
落
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。か

つ
て
貴
志
正
造
氏
は
、
異
本
に
′
の
み
存
す
る
神
明
説
話
は
流
布
本
巻
七
・

八
の
編
纂
（
第
二
次
増
輌
）
過
程
で
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ

注
1
2

た
。
そ
の
推
定
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
が
次
に
示
す
巻
八
末
尾
に
見
え
る
編
者

の
こ
と
ば
で
あ
る
。

抑
も
こ
と
の
次
ご
と
に
杏
き
つ
ゞ
け
侍
る
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
神
明
の

御
事
多
く
な
り
に
け
り
。
昔
の
余
執
か
な
と
あ
ざ
け
り
も
侍
る
べ
け
れ
ど
、

強
ち
に
も
て
離
れ
ん
と
思
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

氏
の
御
説
に
よ
る
と
、
『
著
者
自
身
顧
み
て
、
か
り
に
も
『
発
心
集
』
と
銘
う

つ
仏
教
説
話
集
に
、
「
こ
と
の
つ
い
で
ご
と
に
書
き
」
つ
け
た
と
は
申
せ
、
い
さ

さ
か
神
明
の
話
が
多
く
な
り
す
ぎ
た
。
お
里
が
出
た
か
な
、
と
い
う
お
も
は
ゆ

い
気
持
ち
が
編
集
途
上
、
反
省
と
し
て
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
終
段

の
長
い
語
末
評
語
を
記
し
っ
つ
、
著
者
は
そ
う
感
じ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
、

こ
れ
ら
四
話
は
ま
だ
収
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
長
文
執
筆

後
、
編
集
の
段
階
に
お
い
て
捨
て
が
た
い
思
い
の
う
ち
に
神
明
謡
を
切
り
捨
て

ヒ
3

た
』
と
な
る
。
非
常
に
興
味
深
い
御
指
摘
で
は
あ
る
が
、
巻
七
・
八
後
人
増
細

説
も
依
然
有
力
視
さ
れ
る
現
段
階
で
は
、
巻
七
・
八
の
編
者
を
あ
く
ま
で
長
明

そ
の
人
と
す
る
前
提
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
氏
の
推
定
を
全
面
的
に
首
肯
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
加
え
て
、
『
お
の
づ
か
ら
神
明
の
御
事
多
く
な
り
に
け

り
。
昔
の
余
執
か
な
・
・
・
』
と
い
う
感
想
を
も
っ
て
長
明
に
よ
る
削
除
と
断

ず
る
の
は
、
今
少
し
説
得
力
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
、
巻
七

ヽ

　

ヽ

・
八
の
増
補
過
程
に
お
い
て
神
明
説
話
が
削
愴
さ
れ
た
と
い
う
見
方
は
大
い
に



主
張
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
私
は
そ
の
椒
拠
を
Ⅹ
本
巻
四
最
終
話

（
異
本
伽
）
の
評
語
と
流
布
本
巻
八
末
尾
に
あ
る
扶
文
凪
の
文
章
（
以
下
、
仮

に
政
文
と
呼
ぶ
。
）
と
の
交
渉
に
求
め
る
。

先
述
し
た
如
く
、
異
本
剛
に
は
所
収
説
話
の
内
容
に
対
す
る
評
語
の
後
に
、

神
明
に
関
す
る
総
論
的
叙
述
が
見
ら
れ
、
そ
の
存
在
が
異
本
剛
を
神
明
説
話
群

最
終
話
で
あ
る
と
推
定
す
る
大
き
な
決
め
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全
文
を
示

す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
⑦

〔
A
〕
抑
材
叫
麟
接
線
尽－
劃
せ
陛
賂
船
人
畑
紛
糾
し
か
は
ヾ
末
の
岬
の叫
薗
顎
が

、

　

ヽ

　

、

　

ヽ

　

、

我
等
が
為
に
は
、

た
と
ひ
後
世
を
忠
は
む
け
付
叫
¶
呵
－
必
引
瑚
灯
舶
引
副

す
べ
き
と
党
え
侍
る
な
り
。
も
ろ
く
・
の
輩
折
を
得
、
所
に
よ
り
身
に
随
へ

る
こ
と
の
動
む
る
も
や
す
く
、
又
そ
の
し
る
L
も
侍
る
な
り
。

′
ゼ釈

尊
入
滅
の
後
二
千
余
年
、
天
竺
を
さ
れ
る
事
数
万
里
、
相
可
利
吋
矧
劇

た
は
り
給
ふ
と
い
ヘ
ビ
も
、
正
橡
す
で
に
過
ぎ
て
行
ふ
人
も
か
た
く
、
其
の

し
る
L
も
又
ま
れ
な
り
。
夏

勘
功
抽
選
薗
窓
世
の
衆
生
の
辺
卑
の
封
か
叫
ば

生
れ
、
無
仏
の
世
に
ま
ど
ひ
て
、
う
か
ぶ
方
な
か
ら
ん
事
を
か
ゞ
み
給
ひ

て
、
我
が
横
に
か
な
は
む
為
に
、
い
や
し
き
鬼
神
の
つ
ら
と
な
り
給
へ
ば
、
且

為
に
、
更
に
神
と
硯
じ
給
へ
り
。

⑧

〔
B
〕
然
る
に
我
が
国
は
膏
よ
り
神
の
国
と
し

す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

¢

て
、
院
の
国
よ
り
傾
け
る
事
も

無
く
、
天
魔
も
犯
す
事
を
得
ず
。
其
の
穂
有
り

て
回
土
盛
な
る
こ
と
、
天
竺

靂
旦
に
も
越
え
た
り
。
愛
に
知
り
ぬ
。
在
世
の
当
初
は
迄
か
に
誓
を
隔
て
た

れ
ど
、
滅
後
の
衆
生
は

別
封
矧
吋
縁
l
矧
封
。

⑧

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

①

〔
C
〕
葛
叫
矧
封
叫
利
拙
笛
尋
封
に
．
暫
ず
。
殊
出
癖
剣
劇
矧
面
魂

猟
噺
軸
相
可
引
。
i
l
諸
l
坤
の
御
化
尊
山
手
立
、
l
l
感
心
発
心
盟
到
且
捌
a
痢

く
有
難
き
事
、
人
々
知
り
て
、
其
の
覚
悟
あ
る
べ
し
。

私
に
三
段
落
に
区
分
し
て
み
た
が
、
〔
A
〕
で
は
本
地
垂
逆
の
本
意
が
、
〔
B
〕
で
は

神
国
日
本
の
加
護
と
盛
状
が
、
〔
C
〕
で
は
神
の
仏
道
に
お
け
る
化
導
性
が
そ
れ

ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
異
本
糾
評
語
の
約
五
倍
も
の
叙
述
を
有
す
る
巻

八
末
政
文
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
〔
A
〕
〔
B
U
〔
C
〕
の
展
開
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
そ
の
大
部
分
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

細
も
こ
と
の
次
ご
と
に
書
き
つ
ゞ
け
侍
る
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
神
明
の

細
事
多
く
な
り
に
け
り
。
昔
の
余
執
か
な
と
あ
ざ
け
り
も
侍
る
べ
け
れ
ど
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

強
ち
に
も
て
離
れ
ん
と
思
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
其
の
故
は
、
大
底
す
ゑ
の
世
の

は
悪
魔
を
し
た
が
へ
仏
法
を
守
り
、
且
は
質
罰
を
あ
ら
は
し
て
信
心
を
発
さ

u
頼
相
対
。
i
是
即
ち
利
生
方
便
の
ね
む
ご
ろ
な
る
よ
り
お
こ
れ
る
な
り
。
中

に
も
我
が
国
の
あ
り
さ
ま
、
神
明
の
た
す
け
な
ら
ず
は
、
い
か
に
か
人
民
も

ヽ

　

ヽ

や
す
く
、
国
土
も
お
だ
や
か
な
ら
む
。
小
国
辺
卑
の
さ
か
ひ
な
れ
ば
、
国
の

ヽ
ヽ

力
よ
は
く
人
の
心
も
愚
な
る
べ
し
。
か
く
し
て
は
天
魔
の
為
に
な
や
ま
さ

れ
、
あ
ら
は
れ
て
は
大
国
の
王
に
領
ぜ
ら
れ
つ
1
、
安
き
そ
ら
も
な
く
て
こ

そ
は
侍
ら
ま
し
か
。
た
と
ひ
仏
法
わ
た
り
給
へ
り
と
も
、
悪
魔
の
さ
ま
た
げ

こ
は
く
し
て
、
淘
世
の
今
に
ひ
ろ
ま
り
給
は
ん
事
き
は
め
て
か
た
し
。
彼
の

天
竺
は
両
州
の
最
中
、
ま
さ
し
く
仏
の
出
給
へ
り
し
国
な
れ
ど
、
像
法
の
末

よ
り
諸
天
の
擁
護
や
う
7
1
裏
へ
、
仏
法
減
し
給
へ
る
が
如
し
。
霊
鷲
山
の

い
に
L
へ
の
事
虎
狼
の
す
み
か
と
な
り
、
祇
園
相
合
の
ふ
る
き
糊
は
わ
づ
か

に
石
ず
ゑ
計
こ
そ
は
残
り
て
侍
る
な
れ
。

18

／
ゞ
U然

る
を
吾
が
国
は
、
昔
い
ざ
な
み
い
ざ
な
ぎ
の
尊
よ
り
百
王
の
今
に
い
た

る
ま
で
、
久
し
く
神
の
御
国
と
し
て
、
其
の
加
護
な
は
あ
ら
た
な
り
。
剰

′
⑥

へ
薗
堅
菌
封
支
那
百
済
な
ど
い
ひ
て
、
い
き
ほ
ひ
事
の
外
な
る
国
々
さ
へ

随
l
司
、
五
濁
乱
慢
の
い
や
し
き
も
、
猶
大
乗
さ
か
り
に
ひ
ろ
ま
り
給
へ



り
。
若
し
国
に
逆
臣
あ
れ
ば
、
月
日
を
め
ぐ
ら
さ
ず
是
を
は
ろ
ば
し
、

′
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
⑥

天
魔
仏
法
を
他
け
ん
と
す
れ
ば
、
鬼
王
と
し
て
対
治
し
給
ふ
。
是
よ
り
仏
法

′
⑦

丑
功
慧
利
引
引
瑚
引
当
閏
や
引
0
「
矧
矧
か
也
。
薗
討
ら
l
研
剖
剰
封
例
矧

楽
世

利
d
痢
笥
到
矧
叫
で
「
引
叫
吋
疇
当
刹
嘲
引
可
l
l
d
d
司
ば
剋

ー
の
▼
l
引
d
・
l
矧
吻
副
割
引
引
リ
州
到
創
矧
吋
叫
相
羽
刻
期
日
割
引
叫
鞘

矧
盟
吋
柳
川
刊
u
剖
矧
珂
引
到
1
到
倒
珂
呵
恩
瑚
封
l
割
引
ば

し
、
邪
見
の
家
に
は
仏
法
を
い
ま
し
め
給
ふ
。
（
中
略
）

′
⑧

刷
引
可
l
l
現
世
創
打
身
月
日

の
望
こ
そ
か
り
の
方
便
と
こ
そ
し

ら
し
め
給
は
め
』
出
離
生
死
を
祈
り
申
さ
ん
に
至
り
て
は
、
い
か
で
か
化
度

面
水
域
朝
晩
咄
∪
矧
麟
割
引
勅
封
「
矧
幻
矧
副
咄
引
。
（
傍
線
部
分
は
異
本

糾
評
語
の
そ
れ
と
対
応
す
る
叙
述
を
さ
す
。
）

陵
文
目
頭
部
で
は
執
筆
者
の
述
懐
に
加
え
て
異
本
叫
評
語
の
眼
目
と
も
言
う
べ

き
〝
神
に
後
世
の
こ
と
も
祈
れ
″
と
い
う
主
旨
を
、
二
重
傍
線
部
『
た
と
ひ
後

世
を
恩
は
む
に
付
け
て
も
、
必
ず
神
に
祈
り
申
す
べ
き
』
と
明
記
し
、
『
も
ろ

7
1
の
事
折
を
得
、
所
に
よ
り
身
に
随
へ
る
こ
と
の
勤
む
る
も
や
す
く
、
又
そ
の

し
る
L
も
侍
る
な
り
。
』
に
見
ら
れ
る
効
験
を
も
っ
て
神
明
説
話
収
録
の
理
由

と
し
て
い
る
。
以
下
、
改
め
て
神
仏
習
合
に
関
す
る
解
説
を
展
開
し
、
先
ず
、

〔
A
〕
の
本
地
垂
逆
の
本
意
を
①
⑧
に
示
し
て
い
る
。
更
に
、
政
文
は
末
世
に
お
け

る
天
竺
の
荒
廃
ぶ
り
を
記
し
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
形
で
⑨
以
下
に
、
本
邦
が

神
の
国
で
あ
る
故
に
多
大
な
加
護
を
蒙
り
盛
状
を
墨
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
部
分
が
異
本
画
の
〔
B
U
に
相
当
し
て
お
り
、
殊
に

対
応
箇
所
◎
～
⑥
の
衷
現
は
異
本
融
と
近
似
し
て
い
る
。
⑦
は
『
減
後
の
衆
生

は
、
日
本
殊
に
繰
深
く
有
り
け
り
。
』
（
⑦
）
を
具
体
的
に
叙
述
し
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
敢
後
に
c
c
〕
と
同
過
の
主
髄
を
石
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
異
本
軸
に
見
え
る
『
国
土
』
　
『
天
魔
』
の
語
は
第
二
段
に
も
登
場
し
、
政

ヽ

　

ヽ

文
に
の
み
存
す
る
天
竺
の
惨
状
記
事
は
『
国
土
盛
な
る
こ
と
、
天
竺
震
且
に
も

越
え
た
り
。
』
　
（
⑥
）
と
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
両
者
間
の
構
成
上
の
一
致
や
表
現
の
類
似
が
、
陵
文
執
筆
者
に
よ
っ
て

巻
四
末
の
神
明
説
話
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。

即
ち
、
『
お
の
づ
か
ら
』
多
く
な
っ
た
神
明
説
話
を
政
文
執
筆
者
が
削
除
し

よ
う
と
し
た
際
、
そ
れ
ら
に
あ
る
神
仏
習
合
に
関
す
る
批
評
、
特
に
最
終
話
異

本
刑
の
批
評
は
捨
て
が
た
く
何
ら
か
の
形
で
残
そ
う
と
す
る
気
持
ち
を
抱
き
、

そ
こ
で
異
本
糾
評
語
を
骨
子
と
し
て
大
き
な
潤
色
を
施
し
た
、
そ
の
結
果
、
政

文
風
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
巻
の
し
め
く
く
り
と
し
て
は
余
り
ふ
さ
わ
し
く
な

い
文
章
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
『
神
明
の
御
事
多
く
』
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
思
想
的
背
景
を
詳
か
に
す

る
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
異
本
的
の
評
語
を
下
敷
と
し
た
神
仏
習
合
に
関
す
る
長

文
を
苔
い
た
た
め
に
神
明
説
話
を
削
除
し
た
と
も
予
想
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
神
明
説
話
の
削
除
に
巻
八
末
に
あ
る
放
文
の
執
筆
が
深
く
関
与
し
て
い

注
1
4

る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
な
お
疑
問
は
尽
き
な
い
。
な
ぜ
、
神
明
説
話
群
の
中
か
ら
四
話
が

削
除
さ
れ
一
語
の
み
が
残
さ
れ
た
の
か
。
し
か
も
先
述
し
た
よ
う
に
現
存
流
布

本
の
配
列
で
は
巻
四
　
－
　
玉
の
関
連
性
を
失
っ
て
し
ま
う
の
に
。
や
は
り
不
審

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
ひ
と
つ
指
摘
で
き
る
と
す
れ
ば
登
場
す
る
神
社

・
明
神
の
均
等
化
が
あ
ろ
う
。
発
心
集
で
は
他
に
蔵
王
権
現
（
巻
八
個
）
春
日

）

明
神
（
同
的
）
、
賀
茂
明
神
（
同
州
1
0
1
）
、
川
合
社
（
同
此
）
　
に
関
す
る
謡
を

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

収
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
日
吉
山
王
に
関
す
る
巻
四
囲
を
加
え
る
と
ほ
ぼ
均

等
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
賀
茂
社
関
係
の
説
話
が
二
諸
兄
ら
れ
る

の
は
、
『
昔
の
食
執
か
な
』
に
ふ
さ
わ
し
く
長
朋
の
縁
故
ゆ
え
と
説
明
す
る
こ
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と
が
で
き
よ
う
か
け
も
し
巻
七
・
八
が
後
人
増
補
だ
と
す
れ
ば
、
全
巻
鮫
終
話

l
′

1
0
2
に
川
合
社
を
登
場
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
も
、
相
当
長
明
を
意
識
し
た
収
録

を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
全
く
の
想
像
で
あ
る
が
、
四
つ
の
日
吉

山
王
に
関
す
る
説
話
は
全
休
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
多
過
ぎ
る
と
の
判
断
に
よ

り
、
三
話
も
の
山
王
利
生
詔
が
割
愛
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
所
作

が
長
明
自
身
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
長
明
に
仮
託
せ
ん
と
し
た
後
人
に
よ
る

の
か
は
決
し
か
ね
る
。
・
無
論
、
長
明
仮
託
と
断
じ
て
し
ま
の
は
容
易
だ
が
、
長

明
の
神
明
に
対
す
る
傾
斜
の
度
合
い
や
晩
年
の
棺
神
生
活
に
お
け
る
神
明
の
意

味
を
今
一
度
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
、
先
学
の
横
尾
に
付
し
っ
つ
異
本
神
明
説
話
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
問
題

に
つ
い
て
私
見
を
提
出
し
た
。
今
後
に
残
し
た
課
題
も
多
い
が
、
大
方
の
御
批

判
・
御
叱
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
六
年
九
月
稿
）

往
事
・
築
瀬
一
雄
氏
「
私
緊
百
因
縁
集
出
典
考
」
　
（
「
国
語
と
国
文
学
」
1
8
1

、

1

0

、

昭

1

6

㌧

1

0

）

．

。

注
2
　
近
藤
事
博
氏
「
山
王
㌶
験
記
と
そ
の
成
立
年
代
」
（
「
国
華
」
6
5
－
6
、

7

）

等

。

：

．

′

∴

メ

　

ト

　

　

ノ

．

ニ

′

ハ

エ

注
3
・
『
爾
彼
梅
世
間
人
々
号
二
悲
田
梅
。
一
千
レ
今
事
外
ナ
ル
古
木
花
時
紐
恋
タ

ト

ノ

ハ

ケ

ル

ル
枝
少
々
咲
鴨
長
明
苔
』
l
（
大
日
本
仏
教
全
書
本
文
）
。

注
4
－
「
発
心
集
切
原
態
と
増
福
」
ふ
l
「
中
世
文
学
」
管
料
聖
1
0
）
。

注
5
　
原
態
本
と
見
な
す
の
に
は
な
お
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

木
藤
才
蔵
氏
は
巻
一
－
三
を
第
一
次
成
立
と
さ
れ
（
「
鴨
長
明
に
お
け
る

．
生
と
死
－
発
心
集
と
方
丈
記
－
」
日
本
文
学
二
六
八
、
昭
5
0
・
1
0
）
、
ま
た
、

原
田
行
近
氏
は
巻
一
1
三
、
四
－
六
、
．
七
l
・
八
の
三
段
階
の
成
立
過
程
亘

㍉
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
・
（
↓
亘
発
心
集
』
の
構
想
と
成
立
過
程
試
論
ト

∵
序
・
肢
と
八
巻
の
形
態
を
め
ぐ
り
て
　
－
」
説
話
物
語
論
集
四
、
昭
5
1
－

・
2
）
。

注
6
　
浅
見
和
彦
氏
、
注
4
に
同
じ
。

注
7
　
増
稲
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
巻
二
末
を
除
外
し
た
場
合
、
い
ず
れ
の

巻
相
互
間
に
も
関
連
性
が
見
出
せ
る
。
例
え
ば
巻
三
－
四
は
神
仙
詔
、
巻

五
－
六
は
恩
愛
詔
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。

注
8
　
貴
志
正
造
氏
（
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
中
世
説
話
集
』
第
2
3
巻
、
発

心
集
総
説
、
昭
5
2
・
5
）
　
は
両
者
の
関
係
を
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。

注
9
　
賃
据
氏
を
は
じ
め
と
し
て
先
学
の
御
論
考
が
幾
つ
か
あ
る
。
な
お
、
拙

稿
「
『
今
鏡
』
か
ら
『
発
心
集
』
　
へ
　
ー
　
そ
の
受
容
の
実
態
と
方
法
－
」

（
「
国
語
教
育
研
究
」
第
2
6
号
（
上
）
、
昭
5
5
・
1
1
）
に
も
少
し
述
べ
て
い
る
。

注
1
0
．
藤
本
徒
明
氏
「
『
発
心
集
』
と
『
方
丈
記
』
と
の
関
連
小
考
　
－
　
『
発

．
．
心
集
』
第
五
十
九
詣
・
第
六
十
話
を
中
心
と
し
て
　
ー
　
」
　
（
『
中
世
仏
教

r
説
詣
諭
』
所
収
、
昭
5
2
・
3
）
等
に
詳
細
な
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一

往
1
1
　
注
1
0
に
同
じ
。

注
1
2
・
注
8
m
里
心
氏
総
説
。

注
1
3
　
注
8
貴
志
氏
総
説
Ⅲ
ペ
。

注
1
4
　
神
明
説
話
採
録
者
と
政
文
執
筆
者
が
周
一
で
あ
る
の
な
ら
、
あ
る
い
は

．
神
仏
習
合
に
関
す
る
原
拠
資
料
を
有
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の

検
索
に
努
め
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
昭
和
五
十
五
年
度
提
出
の
修
士
論
文
の
一
部
を
改
稿
⊥
た
も

の
で
あ
る
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
懇
切
な
御
指
導
を
賜
っ
た
稲
賀
敬
二

先
生
に
深
謝
致
し
ま
す
。

．
－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－
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