
ー
、
は
じ
め
に
 
 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
は
、
「
本
朝
付
宿
報
」
と
い
う
表
題
を
持
ち
、
 
 

所
収
語
数
は
二
十
四
所
収
話
 
（
た
だ
し
、
第
六
は
題
の
み
存
し
本
文
を
欠
 
 

く
た
め
実
質
的
に
は
二
十
三
所
収
話
）
で
あ
る
。
巻
二
十
二
（
八
所
収
話
）
・
 
 

巻
二
十
三
 
（
十
四
所
収
話
）
・
巻
二
十
五
 
（
十
四
所
収
話
）
・
巻
三
十
 
（
十
 
 

四
所
収
話
）
 
に
次
い
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
中
五
番
目
に
短
い
巻
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
第
八
の
後
半
以
降
を
欠
い
て
お
り
中
絶
し
た
と
考
え
 
 

ら
れ
て
い
る
巻
二
十
二
や
分
立
し
た
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
巻
二
十
三
と
 
 

巻
二
十
五
等
と
追
い
第
六
を
欠
く
こ
と
を
除
け
ば
中
経
の
形
跡
は
見
ら
れ
 
 

な
い
か
ら
、
事
実
上
『
今
昔
物
語
集
』
中
で
二
番
目
に
短
い
巻
と
言
え
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
反
面
先
行
諸
研
究
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
森
正
人
氏
が
述
べ
 
 

ー
1
】
 
 

る
よ
う
な
「
主
題
や
構
成
の
類
似
す
る
説
話
が
群
を
な
し
て
編
成
さ
れ
る
」
 
 

性
質
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
所
収
語
数
こ
そ
平
均
（
三
 
 

十
八
所
収
話
）
を
大
き
く
下
回
る
も
の
の
、
実
態
と
し
て
は
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
 
の
中
で
も
巻
二
十
六
は
か
な
り
整
っ
た
巻
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
少
 
 

な
く
と
も
い
わ
ゆ
る
「
本
朝
世
俗
部
」
 
の
、
巻
二
十
六
に
先
立
つ
五
つ
の
 
 

『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
世
俗
部
の
仏
教
的
背
景
 
 

－
 
巻
二
十
六
を
め
ぐ
っ
て
 
－
 
 

巻
の
う
ち
、
既
に
述
べ
た
巻
二
十
二
・
巻
二
十
三
・
巻
二
十
五
お
よ
び
一
 
 

巻
の
全
て
を
欠
く
巻
二
十
一
の
四
つ
の
巻
よ
り
は
は
る
か
に
整
っ
て
い
る
 
 

（
残
る
巻
二
十
四
は
所
収
語
数
が
 
『
今
昔
物
語
集
』
中
の
最
大
）
。
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
史
に
あ
っ
て
巻
二
十
六
は
時
と
し
て
、
『
今
 
 

昔
物
語
集
』
が
未
完
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
見
な
さ
れ
て
き
 
 

た
。
そ
の
よ
う
な
見
解
は
巻
二
十
六
の
特
性
が
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
 
 

き
た
諸
々
の
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
稲
築
原
理
乃
至
は
編
幕
意
識
に
よ
っ
て
 
 

説
明
出
来
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

例
え
ば
、
表
題
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
何
故
「
世
俗
部
」
 
に
属
す
る
 
 

巻
二
十
六
に
、
「
付
宿
報
」
と
い
っ
た
仏
教
的
あ
り
方
を
予
想
さ
せ
る
表
 
 

題
が
付
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
「
世
俗
部
」
 
で
は
な
く
 
 

「
（
王
法
）
部
」
 
（
乃
至
「
王
法
部
」
）
 
と
み
る
立
場
に
立
つ
論
者
の
場
合
 
 

も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
小
峯
和
明
氏
が
巻
二
十
一
～
巻
二
十
五
に
つ
い
 
 

て
 
「
（
王
法
）
 
の
論
理
に
準
拠
し
た
構
成
」
と
し
な
が
ら
、
巻
二
十
六
以
 
 

降
は
「
全
体
を
統
括
す
べ
き
構
想
の
指
針
は
見
え
に
く
く
な
る
」
と
し
、
 
 

巻
二
十
五
ま
で
と
二
十
六
以
後
と
に
は
明
ら
か
に
断
絶
が
あ
り
、
 
 

（
王
法
）
部
を
企
図
し
つ
つ
、
（
王
法
）
部
な
ら
ぎ
る
も
の
へ
と
超
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出
す
る
動
態
が
ほ
の
見
え
る
。
 
 

（
リ
】
）
 
 

と
述
べ
る
辺
り
に
そ
の
こ
と
が
端
的
に
窺
え
る
。
又
こ
の
立
場
の
も
う
一
 
 

方
の
代
表
者
出
雲
路
修
氏
が
、
巻
二
十
六
以
降
を
後
世
の
補
遺
で
あ
り
原
 
 

て
エ
 
 

初
の
編
纂
意
識
か
ら
離
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
 
 

と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
、
本
稿
の
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
巻
二
十
八
 
 

を
論
じ
、
巻
二
十
六
以
降
の
諸
巻
の
背
景
に
も
仏
教
が
あ
る
と
し
た
が
、
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
二
項
と
し
て
巻
二
十
六
を
取
り
上
げ
考
察
し
て
い
 
 

く
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

2
、
巻
二
十
六
研
究
史
の
分
析
 
 

（
1
）
、
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点
 
 

本
章
で
は
巻
二
十
六
を
分
析
し
論
じ
て
ゆ
く
前
提
と
な
る
先
行
の
諸
研
 
 

究
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

巻
二
十
六
の
研
究
は
、
「
宿
報
」
に
関
わ
っ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
 
に
お
 
 

け
る
因
果
思
想
と
い
っ
た
も
の
を
さ
ぐ
る
に
際
し
て
併
せ
て
論
ぜ
ら
れ
る
 
 

こ
と
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
巻
二
十
六
そ
の
も
の
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
 
 

と
い
う
と
意
外
に
少
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
の
喘
矢
で
あ
り
、
仏
教
と
の
 
 

（
1
）
 
 

関
係
か
ら
巻
二
十
六
を
論
じ
た
片
寄
正
義
氏
「
巻
廿
六
の
研
究
」
以
降
、
 
T
上
 
 

そ
の
主
要
な
研
究
は
小
峯
和
明
・
森
正
人
・
渡
辺
麻
里
子
の
三
氏
に
よ
る
。
 
 

以
下
、
そ
れ
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

ま
ず
、
小
輩
和
明
氏
に
つ
い
て
見
る
。
氏
は
そ
の
主
著
『
今
昔
物
語
集
 
 

の
形
成
と
構
造
』
 
に
お
い
て
、
巻
二
十
六
は
 
「
そ
の
名
の
通
り
前
世
と
の
 
 因

縁
で
物
語
の
事
件
を
解
釈
す
る
」
巻
で
あ
り
「
俗
世
の
物
語
に
仏
法
の
 
 

論
理
や
認
識
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
自
体
に
目
的
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
 
と
 
 

し
て
 
 

（
王
法
）
部
に
仏
法
を
も
ち
こ
む
こ
と
、
仏
法
・
王
法
相
依
な
い
 
 

し
仏
法
即
世
俗
を
物
語
の
解
釈
に
よ
っ
て
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
で
 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
「
王
法
部
」
「
世
俗
部
」
の
呼
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
 
 

仏
法
と
の
関
連
抜
き
に
物
語
が
自
立
し
え
な
い
こ
と
を
「
宿
報
」
 
の
 
 

巻
は
如
実
に
示
し
て
い
る
。
 
 

と
、
巻
二
十
六
の
仏
教
性
を
の
ぺ
る
。
た
だ
し
同
時
に
、
小
峯
氏
が
既
に
 
 

見
た
よ
う
な
、
「
（
王
法
）
部
な
ら
ぎ
る
も
の
へ
と
超
出
す
る
動
態
」
を
そ
 
 

こ
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 

て
h
－
 
 
 

続
い
て
は
、
森
正
人
氏
の
論
ず
る
所
を
見
た
い
。
森
氏
の
論
に
特
徴
的
 
 

な
の
は
、
巻
二
十
六
を
宿
報
辞
の
巻
と
し
「
宿
報
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
 
 

く
本
来
仏
教
思
想
の
因
果
応
報
に
基
づ
く
観
念
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
 
 

も
、
そ
う
し
た
、
禍
福
を
「
前
世
の
行
い
の
晋
悪
と
関
連
づ
け
る
受
け
止
 
 

め
方
」
は
「
仏
教
の
特
別
な
教
義
と
い
う
よ
り
は
、
平
安
時
代
の
人
々
の
 
 

常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
し
て
 
 

宿
報
が
仏
教
語
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
巻
に
仏
教
思
想
が
 
 

具
現
さ
れ
て
い
る
と
か
、
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
強
調
す
る
必
要
は
 
 

な
い
。
 
 

と
結
論
付
け
る
点
に
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
氏
は
、
因
果
の
う
ち
果
の
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み
が
巻
二
十
六
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
善
悪
の
評
価
を
与
 
 

え
な
い
こ
と
、
善
報
の
た
め
に
薄
行
を
す
す
め
な
い
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
 
 

る
。
森
氏
は
、
巻
二
十
六
を
あ
く
ま
で
世
俗
の
説
話
を
扱
う
巻
で
あ
る
と
 
 

し
、
小
峯
氏
の
 
（
王
法
）
部
説
に
対
し
て
再
度
世
俗
部
た
る
こ
と
を
説
い
 
 

て
い
る
と
言
え
る
。
 
 

＝
ユ
 
 
 

さ
て
、
最
後
に
見
る
の
は
渡
辺
麻
里
子
氏
で
あ
る
。
氏
は
右
に
見
た
よ
 
 

う
な
小
峯
・
森
両
氏
の
議
論
を
踏
ま
え
 
「
宿
報
」
を
「
前
世
の
団
を
問
題
 
 

と
し
て
い
る
か
」
否
か
と
い
う
点
か
ら
「
狭
義
の
宿
報
」
と
「
広
義
の
宿
 
 

報
」
 
に
分
け
、
巻
二
十
等
に
見
ら
れ
る
 
「
狭
義
の
宿
報
」
を
「
（
仏
法
）
 
 

部
で
重
視
し
た
、
宿
報
の
語
義
に
そ
っ
た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
 
 

上
で
巻
二
十
六
に
あ
っ
て
は
前
世
の
因
が
問
題
に
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
 
 

こ
の
巻
の
所
収
話
は
 
「
「
広
義
の
宿
報
」
許
な
の
で
あ
」
り
、
そ
こ
に
お
 
 

け
る
「
宿
報
」
は
「
人
知
を
越
え
た
「
希
有
・
奇
異
」
な
る
事
件
を
解
釈
 
 

す
る
方
法
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
「
仏
法
の
理
念
に
支
え
ら
れ
て
い
 
 

る
と
は
い
え
、
（
仏
法
）
世
界
へ
の
回
帰
を
促
す
要
因
と
は
な
り
得
て
い
 
 

な
い
し
、
目
指
し
て
も
い
な
い
」
と
位
置
付
け
た
上
で
、
 
 

『
今
昔
』
 
は
、
仏
法
の
理
で
世
界
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
と
同
時
 
 

に
、
仏
法
の
理
で
は
解
釈
で
き
な
い
現
実
の
諸
々
相
へ
の
強
い
関
心
 
 

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
矛
盾
す
る
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
 
『
今
昔
』
 
 

は
、
仏
法
の
因
果
の
理
を
負
う
「
宿
報
」
を
拡
大
し
て
、
従
来
の
仏
 
 

法
の
枠
組
み
を
拡
げ
る
実
験
的
な
試
み
を
行
っ
た
。
 
 

と
し
 
「
仏
法
を
軸
に
し
て
集
を
立
て
て
い
く
意
識
と
、
お
さ
ま
ら
な
い
物
 
 

語
へ
の
意
識
の
両
者
」
故
の
 
「
仏
法
・
非
仏
法
、
公
・
私
と
い
っ
た
二
元
 
 

論
で
は
論
じ
尽
く
せ
な
い
 
『
今
昔
』
 
の
本
質
」
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
 
 
 

渡
辺
氏
の
試
論
で
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
仏
教
的
意
識
を
認
め
つ
つ
 
 

も
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
の
根
本
に
あ
る
も
の
を
「
仏
法
で
は
解
釈
で
 
 

き
な
い
現
実
の
諸
々
相
へ
の
関
心
」
と
し
、
啓
二
十
六
を
「
（
仏
法
）
世
 
 

界
へ
の
回
帰
を
促
す
要
因
と
は
な
り
得
て
い
な
い
し
、
目
指
し
て
も
い
な
 
 

い
」
巻
と
し
て
位
置
付
け
る
。
区
分
は
雉
し
い
も
の
の
渡
辺
氏
の
論
ず
る
 
 

所
は
森
氏
の
 
「
世
俗
部
」
説
に
近
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

さ
て
右
の
三
氏
の
議
論
に
つ
い
て
各
々
問
題
点
を
指
摘
出
来
る
。
 
 
 

ま
ず
、
小
峯
氏
に
つ
い
て
は
、
「
（
王
法
）
部
」
 
の
完
全
さ
と
破
綻
の
お
 
 

の
お
の
の
理
由
を
一
度
に
巻
二
十
六
の
存
在
そ
の
も
の
に
見
る
訳
で
、
こ
 
 

の
い
ず
れ
が
小
峯
氏
の
唱
え
る
所
の
 
「
（
王
法
）
部
」
 
の
本
質
に
な
る
の
 
 

か
に
よ
っ
て
、
巻
二
十
六
の
位
置
づ
け
が
全
く
逆
転
し
て
し
ま
う
と
い
う
 
 

問
題
が
あ
る
。
 
 
 

次
に
森
氏
の
試
論
に
つ
い
て
は
、
「
宿
報
」
 
の
発
想
が
「
平
安
時
代
の
 
 

人
々
の
常
識
に
属
す
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
巻
二
十
六
の
仏
教
的
性
質
を
 
 

否
定
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぷ
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
早
速
に
 
 

は
解
決
で
き
ず
、
次
章
以
降
に
譲
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

最
後
に
渡
辺
氏
に
あ
っ
て
は
 
「
宿
報
」
を
「
狭
義
」
と
 
「
広
義
」
と
に
 
 

分
け
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
分
類
が
果
た
し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
 
 

と
い
う
の
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
出
典
由
来
の
 
「
因
を
説
か
な
 
 

い
」
所
収
話
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
 
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
 
の
締
省
の
意
図
で
あ
る
か
は
判
別
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

又
、
「
広
義
の
宿
報
」
が
導
入
さ
れ
た
原
因
と
さ
れ
て
い
る
、
「
従
来
の
仏
 
 

法
の
枠
組
み
」
 
の
中
で
巻
二
十
六
の
内
容
を
扱
い
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
 
 

と
も
、
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
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以
上
が
巻
二
十
六
に
つ
い
て
の
重
要
な
研
究
と
そ
の
問
題
点
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
、
問
題
の
意
義
と
そ
の
解
決
方
法
 
 

こ
こ
ま
で
に
見
た
と
こ
ろ
先
行
研
究
に
お
け
る
焦
点
が
巻
二
十
六
に
お
 
 

け
る
「
宿
報
」
 
の
 
（
乃
至
「
宿
因
」
÷
宿
業
」
等
の
語
ま
で
含
み
込
ん
だ
 
 

「
宿
報
」
関
連
語
の
）
 
問
題
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 
 
 

そ
れ
は
同
時
に
、
巻
二
十
六
に
ど
れ
だ
け
仏
教
的
性
格
を
見
る
こ
と
が
 
 

可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
も
問
う
も
の
と
い
え
る
 
（
そ
し
て
近
年
の
 
 

動
向
を
見
る
限
り
巻
二
十
六
に
つ
い
て
基
本
的
に
仏
教
的
意
味
付
け
を
認
 
 

め
な
い
と
い
う
森
氏
の
論
に
近
付
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
解
決
は
困
難
で
あ
り
、
「
宿
報
」
な
ら
び
に
巻
二
十
六
の
実
 
 

際
に
即
し
な
が
ら
判
断
す
る
他
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
目
的
が
 
「
巻
二
十
 
 

六
が
仏
法
的
性
格
を
持
つ
の
か
否
か
」
と
い
う
命
題
の
解
決
に
あ
る
以
上
、
 
 

先
行
諸
論
と
同
様
に
 
「
宿
報
」
関
連
語
に
つ
い
て
一
応
の
決
着
を
つ
け
た
 
 

上
で
考
察
を
行
う
方
法
を
採
る
な
ら
ば
、
各
論
者
の
主
観
の
問
題
に
帰
結
 
 

し
論
証
た
り
え
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
以
下
で
は
、
一
旦
「
宿
報
」
 
に
つ
い
て
の
問
題
を
留
保
し
、
先
 
 

に
巻
二
十
六
の
方
向
性
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
こ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
 
 

先
行
研
究
に
お
け
る
「
世
俗
」
と
い
う
判
定
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
の
 
 

枠
内
に
収
ま
り
き
れ
な
い
 
（
小
峯
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
超
出
す
 
 

る
」
）
性
格
が
な
い
か
ど
う
か
検
討
す
る
も
の
と
言
え
る
。
以
下
そ
れ
を
 
 

行
う
。
 
 

（
8
）
 
 

3
、
巻
二
十
大
の
検
討
 
 

本
章
か
ら
は
、
前
章
で
み
た
問
題
点
を
踏
ま
え
、
実
際
に
巻
二
十
六
に
 
 

つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
宿
報
」
に
 
 

つ
い
て
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
「
宿
報
」
を
先
に
検
討
す
る
場
合
に
生
 
 

ず
る
弊
害
を
避
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
手
始
め
に
巻
二
十
六
の
所
収
話
の
分
析
を
行
い
、
先
行
研
究
に
 
 

お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
巻
二
十
六
の
 
「
世
俗
」
の
巻
と
し
て
の
方
向
性
 
 

を
さ
ぐ
る
こ
と
と
す
る
。
既
に
見
た
森
正
人
氏
の
言
及
の
よ
う
に
、
巻
二
 
 

十
六
に
つ
い
て
、
そ
の
所
収
話
に
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
は
多
く
 
 

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
世
俗
」
の
巻
と
し
て
巻
二
十
六
が
あ
る
 
 

の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
共
通
す
る
意
識
の
指
摘
が
可
能
で
は
な
 
 

い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
、
所
収
話
の
検
討
 
 

さ
て
、
巻
二
十
六
の
有
す
る
方
向
性
を
探
る
に
際
し
て
は
、
客
観
性
の
 
 

確
保
が
非
常
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。
 
 
 

そ
の
た
め
最
初
に
三
つ
の
所
収
話
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
話
柄
の
分
析
 
 

を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
今
後
の
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
取
 
 

り
上
げ
る
の
は
第
二
・
第
十
七
・
第
十
八
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
二
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
研
究
に
あ
っ
 
 

て
各
巻
の
冒
頭
数
話
（
特
に
巻
頭
話
）
 
は
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
縮
築
意
識
が
 
 

強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
右
の
目
的
の
追
及
に
適
し
 
 

て
い
よ
う
 
（
な
お
、
巻
頭
の
巻
二
十
六
第
一
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
 
 

見
る
た
め
、
こ
こ
で
は
用
い
な
い
）
。
又
第
十
七
・
第
十
八
の
二
つ
の
所
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収
話
は
、
先
行
研
究
に
あ
っ
て
「
宿
報
」
か
ら
の
帝
離
乃
至
は
「
宿
報
」
 
 

と
の
無
縁
さ
を
指
摘
さ
れ
、
巻
二
十
六
の
 
「
世
俗
」
性
へ
の
指
向
の
一
つ
 
 

の
証
左
と
さ
れ
る
か
ら
、
や
は
り
目
的
に
適
う
。
 
 
 

で
は
ま
ず
、
巻
二
十
六
第
二
か
ら
見
た
い
。
巻
二
十
六
第
二
の
表
題
は
 
 

「
束
方
行
者
繁
蕪
生
子
語
第
二
」
。
あ
る
男
が
東
国
に
赴
く
旅
の
途
中
で
 
 

性
欲
が
異
常
に
わ
き
起
こ
り
、
仰
の
頼
に
穴
を
穿
っ
て
用
を
済
ま
せ
、
投
 
 

げ
捨
て
て
去
っ
た
。
そ
の
後
そ
の
畑
の
持
ち
主
の
娘
が
、
そ
れ
を
食
べ
て
 
 

し
ま
っ
た
。
す
る
と
そ
れ
に
よ
っ
て
懐
妊
し
、
そ
の
う
ち
男
の
子
を
産
ん
 
 

だ
。
男
が
京
に
戻
る
た
め
に
こ
こ
を
通
り
が
か
っ
た
際
に
、
事
情
が
明
ら
 
 

か
に
な
っ
て
男
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
住
む
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
 
 

で
あ
る
。
結
語
は
 
 

然
レ
バ
男
女
不
要
卜
云
へ
ド
モ
、
身
ノ
内
二
娠
入
リ
ヌ
レ
バ
、
此
 
 

ナ
ム
子
ヲ
生
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
り
博
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

で
あ
り
、
表
題
か
ら
い
っ
て
も
、
実
際
の
交
わ
り
に
よ
ら
な
い
で
子
供
が
 
 

生
ま
れ
た
こ
と
に
焦
点
が
あ
る
所
収
話
と
い
え
る
。
概
ね
巻
二
十
六
第
二
 
 

は
、
「
親
子
が
如
何
に
し
て
親
子
と
な
っ
た
か
」
を
話
柄
に
し
て
い
る
と
 
 

行
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

巻
二
十
六
「
利
仁
将
軍
若
時
従
京
敦
賀
将
行
五
位
語
第
十
七
」
 
は
、
有
 
 

名
な
い
わ
ゆ
る
芋
粥
の
話
で
あ
り
、
「
ど
う
や
っ
た
ら
芋
粥
に
飽
け
る
の
 
 

だ
ろ
う
か
」
と
も
ら
し
た
五
位
は
、
若
き
日
の
利
仁
将
軍
に
敦
賀
ま
で
連
 
 

れ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
夢
の
よ
う
な
歓
待
を
受
け
、
土
産
に
財
宝
を
も
 
 

ら
っ
て
京
に
帰
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
数
多
く
の
 
 

論
者
が
、
こ
の
所
収
話
を
歓
待
と
財
宝
に
よ
る
五
位
の
致
箇
を
破
っ
た
も
 
 

の
と
み
る
。
筆
者
も
又
こ
れ
に
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
と
 
 

き
、
第
十
七
の
結
語
、
 
 

実
ニ
、
所
二
付
テ
年
来
二
成
テ
被
免
タ
ル
者
ハ
此
ル
事
ナ
ム
自
然
 
 

ラ
有
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
り
博
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

の
 
「
所
二
付
テ
年
来
二
成
テ
被
免
タ
ル
者
」
を
利
仁
と
み
る
立
場
が
あ
る
 
 

の
を
妙
案
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
五
位
の
致
富
の
み
な
ら
ず
利
仁
と
良
仁
 
 

の
義
理
の
親
子
関
係
を
も
扱
っ
た
所
収
話
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
 
 

れ
な
い
。
 
 
 

続
く
「
観
硯
聖
人
在
俗
時
値
盗
人
語
第
十
八
」
 
は
、
あ
る
時
自
分
の
親
 
 

の
家
に
押
し
入
っ
た
泥
棒
を
道
心
か
ら
助
け
た
若
き
日
の
観
硯
聖
人
は
、
 
 

数
年
後
関
山
で
盗
賊
団
に
遭
遇
し
何
故
か
歓
待
さ
れ
土
産
に
財
宝
を
も
 
 

ら
っ
た
が
、
こ
れ
は
命
を
助
け
て
も
ら
っ
た
お
か
え
し
に
件
の
盗
賊
が
 
 

行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
を
有
す
る
。
 
 
 

こ
れ
も
、
第
十
七
と
共
通
の
財
宝
に
よ
る
致
富
の
話
で
あ
る
と
同
時
 
 

一
】
、
 
 

然
レ
バ
、
世
ノ
人
、
尚
人
ノ
為
ニ
ハ
吉
ク
常
り
置
可
事
也
ト
ナ
ム
 
 

語
り
博
へ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

と
い
う
結
語
か
ら
見
て
も
盗
賊
の
命
を
助
け
た
こ
と
が
一
つ
の
所
収
話
中
 
 

の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
致
富
と
命
の
二
つ
を
そ
の
重
要
な
要
 
 

素
と
す
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
と
思
う
。
 
 
 

以
上
が
、
最
も
単
純
に
見
た
時
の
、
三
つ
の
所
収
話
の
話
柄
で
あ
り
、
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そ
こ
に
現
れ
て
き
た
の
は
、
「
子
」
・
「
致
富
」
 
（
あ
る
い
は
 
「
財
宝
」
）
・
 
 

「
命
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
点
か
ら
巻
二
十
六
全
体
を
把
握
可
能
か
ど
う
か
に
は
ま
だ
 
 

疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
、
右
で
見
出
し
た
三
つ
の
要
素
を
考
慮
し
な
が
ら
 
 

巻
二
十
六
の
所
収
話
を
分
類
し
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

第
一
＝
子
・
命
、
第
二
＝
子
、
第
三
＝
命
、
第
四
＝
命
、
 
 

第
五
＝
（
継
）
 
子
・
命
、
第
六
＝
 
ズ
継
）
 
子
「
 
第
七
＝
命
・
子
、
 
 

第
八
＝
命
、
第
九
＝
子
孫
繁
栄
、
第
十
＝
子
孫
繁
栄
、
 
 

第
十
一
＝
霊
宝
、
第
十
二
＝
霊
宝
、
第
十
三
＝
銀
、
第
十
四
＝
金
、
 
 

第
十
五
＝
金
、
第
十
六
＝
玉
、
第
十
七
＝
致
富
・
歓
待
、
 
 

第
十
八
＝
致
富
・
歓
待
、
第
十
九
＝
死
 
（
命
）
、
第
二
十
＝
死
 
（
命
）
、
 
 

第
二
十
一
＝
死
 
（
命
）
、
第
二
十
二
＝
死
 
（
命
）
、
 
 

第
二
十
三
＝
死
 
（
命
）
、
第
二
十
四
＝
命
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
巻
二
十
六
の
話
柄
が
、
お
よ
そ
、
「
命
」
・
 
 

「
子
」
 
（
含
む
「
子
孫
繁
栄
」
∵
「
金
銀
財
宝
」
 
（
含
む
「
霊
宝
」
）
 
に
分
類
 
 

可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
先
程
抽
出
し
た
要
素
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
く
 
 

る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
分
類
に
は
あ
 
 

る
程
度
以
上
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
金
に
つ
い
て
の
話
柄
を
有
す
る
第
十
一
～
第
 
 

十
四
・
第
十
五
等
の
 
「
財
宝
」
関
係
所
収
話
と
、
「
子
」
関
係
所
収
講
・
 
 

「
命
」
関
係
所
収
話
が
何
故
巻
二
十
六
に
共
存
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
 
 

疑
問
は
残
る
。
そ
れ
も
一
所
収
話
に
複
合
し
て
あ
ら
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
 
 

は
第
十
八
ま
で
の
「
財
宝
」
系
所
収
諸
に
対
し
て
第
十
九
以
降
再
度
「
命
」
 
 

糸
所
収
話
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
状
況
か
ら
、
そ
れ
ら
各
系
統
の
話
柄
の
所
 
 

収
話
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
一
定
の
関
わ
り
を
以
て
存
 
 

し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
 
 
 

実
は
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
鍵
が
巻
二
十
六
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
は
そ
れ
を
見
て
行
き
た
い
。
 
 

（
2
）
、
巻
二
十
大
所
収
話
の
テ
ー
マ
と
 
『
宝
物
集
』
 
 

前
節
で
述
べ
た
鍵
を
実
際
の
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
 
 
 

そ
れ
は
 
「
美
作
国
神
依
猟
師
謀
止
生
贅
語
第
七
」
 
の
前
半
、
猟
師
と
生
 
 

贅
の
娘
の
親
と
の
会
話
の
中
で
、
生
贅
を
嘆
く
猟
師
の
言
葉
と
し
て
、
 
 

世
二
有
人
、
命
二
増
物
充
。
亦
、
人
ノ
財
二
為
物
、
子
二
増
ル
物
先
。
 
 

と
あ
る
の
に
求
め
ら
れ
る
。
 
 
 

あ
る
い
は
、
巻
二
十
六
第
五
で
子
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
時
に
後
妻
が
 
 

泣
き
伏
す
際
、
 
 

主
ハ
年
老
給
ニ
タ
レ
バ
、
久
ク
モ
副
不
給
。
我
ハ
今
暫
モ
立
送
ル
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ベ
ケ
レ
バ
、
此
児
ヲ
コ
ソ
此
世
ノ
財
ト
ハ
。
 
 

（
傍
点
筆
者
）
 
 

と
述
べ
る
箇
所
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
夫
の
大
夫
介
を
騙
す
た
め
の
 
 

言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
逆
に
真
に
迫
る
 
 

た
め
に
選
ば
れ
た
訳
で
、
多
く
が
共
感
し
う
る
吉
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

言
っ
て
み
れ
ば
、
既
に
見
た
よ
う
な
巻
二
十
六
の
話
柄
と
な
っ
て
い
る
 
 

「
子
」
・
「
命
」
・
「
金
銀
財
宝
」
 
の
三
つ
の
要
素
は
世
俗
の
宝
と
い
う
あ
り
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方
で
集
約
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
巻
二
十
六
が
少
数
の
所
収
話
で
 
 

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
編
者
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
宝
の
代
表
と
で
も
 
 

い
う
べ
き
存
在
を
充
分
に
取
り
上
げ
得
た
為
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

な
お
、
「
子
」
・
「
命
」
を
世
俗
の
宝
に
集
約
す
る
こ
の
見
方
は
筆
者
の
 
 

み
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
無
か
っ
た
が
、
 
 

巻
二
十
六
第
七
の
先
程
の
箇
所
に
付
さ
れ
た
全
集
本
『
今
昔
物
語
集
 
 

ヘ
リ
．
－
 
 （

3
）
』
 
五
四
七
頁
注
三
五
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
し
た
新
編
全
集
本
『
今
 
 

（
〓
）
）
 
 

昔
物
語
集
③
』
四
九
三
頁
注
二
こ
で
は
、
 
 

命
を
も
っ
と
も
重
し
と
し
、
子
供
を
最
高
の
宝
と
し
た
価
値
観
に
 
 

注
意
。
『
宝
物
集
』
 
に
説
く
世
上
第
一
の
宝
を
め
ぐ
る
論
争
で
も
、
 
 

仏
法
に
次
ぐ
も
の
は
人
命
と
子
供
で
あ
っ
た
。
 
 

（
新
編
全
集
本
、
四
九
三
頁
注
一
三
）
 
 

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
釈
は
、
必
ず
し
も
本
稿
の
筆
者
の
意
図
 
 

す
る
よ
う
に
巻
全
体
と
の
関
係
性
に
ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
い
も
の
 
 

と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
こ
の
注
釈
の
指
し
示
す
と
こ
 
 

ろ
の
内
容
と
そ
の
重
要
性
と
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
無
い
。
 
 
 

以
上
に
鑑
み
、
巻
二
十
六
は
 
「
世
俗
の
宝
」
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
捉
え
 
 

る
こ
と
が
出
来
る
と
、
本
論
文
の
筆
者
は
考
え
る
。
 
 
 

さ
て
、
本
章
の
本
筋
に
立
ち
返
れ
ば
、
「
世
俗
の
宝
」
を
取
り
上
げ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
巻
二
十
六
は
世
俗
の
巻
と
し
て
の
性
格
は
充
分
に
 
 

満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
先
行
諸
論
の
主
張
と
筆
者
の
分
析
の
結
果
は
 
 

良
く
符
合
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

す
る
と
、
巻
二
十
六
に
お
い
て
「
世
俗
」
か
ら
「
超
出
」
す
る
性
格
を
 
 

指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
や
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
整
然
と
 
「
世
俗
 
 

の
宝
」
 
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
巻
l
一
十
六
の
所
収
語
の
多
 
 

く
が
、
「
宿
報
」
 
と
い
う
も
う
一
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
 
 

の
も
の
が
「
世
俗
」
か
ら
の
「
超
出
」
を
示
す
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

そ
こ
で
こ
こ
で
も
う
ー
度
、
宝
の
問
題
に
注
目
し
て
み
た
い
。
全
集
 
 

本
・
新
編
全
集
本
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
宝
物
集
』
 
の
巻
一
の
、
い
 
 

わ
ゆ
る
「
宝
物
の
論
」
 
の
部
分
で
は
、
深
夜
の
釈
迦
堂
に
集
ま
っ
た
人
々
 
 

に
よ
り
「
最
高
の
宝
と
は
何
か
」
が
議
論
さ
れ
見
極
め
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
の
議
論
の
内
容
と
そ
の
進
行
を
端
的
に
見
る
た
め
に
新
大
系
本
『
宝
 
 

（
‖
）
 
 

物
集
』
 
に
付
さ
れ
た
こ
の
部
分
の
 
「
小
見
出
し
日
次
」
を
以
下
に
掲
げ
る
 
 

（
な
お
便
宜
上
頁
数
の
掲
示
を
外
す
）
。
そ
こ
で
は
、
 
 

四
 
宝
物
の
論
 
 

第
一
 
 

第
二
 
 

第
三
 
 

第
四
 
 

第
五
 
 

第
六
 
 

第
七
 
 

第
八
 
 

第
九
 
 

第
十
 
 

第
十
一
 
 

隠
蓑
が
宝
 
 

打
ち
出
の
小
槌
が
宝
 
 

打
ち
出
の
小
槌
は
宝
に
非
ず
 
 

金
が
宝
 
 

金
は
宝
に
あ
ら
ず
 
 

玉
が
宝
 
 

玉
は
宝
に
あ
ら
ず
 
 

子
が
宝
 
 

子
は
宝
に
あ
ら
ず
 
 

命
が
宝
 
 

命
は
宝
に
あ
ら
ず
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と
、
進
行
し
 
『
宝
物
集
』
巻
一
は
こ
こ
で
終
わ
る
。
 
 
 

翻
っ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
を
考
え
て
み
る
と
、
「
宝
物
の
論
」
 
 

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
宝
と
、
巻
二
十
六
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
話
 
 

柄
と
が
あ
ま
り
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
『
宝
物
集
』
 
 

の
宝
に
先
程
の
三
分
頬
を
施
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
 
 

言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
子
・
命
・
玉
・
金
は
巻
二
十
六
に
も
明
確
 
 

に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
は
、
こ
の
巻
一
に
引
き
続
い
て
 
『
宝
物
集
』
巻
二
が
 
 

五
 
仏
法
が
宝
 
 
 

と
、
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
を
考
え
る
上
 
 

で
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
『
宝
物
集
』
 
に
あ
っ
て
は
、
巻
一
の
 
「
世
俗
の
 
 

宝
」
を
経
て
巻
二
の
「
仏
法
が
宝
」
と
い
う
地
平
に
た
ど
り
着
く
わ
け
で
 
 

あ
る
。
対
し
て
巻
二
十
六
に
あ
っ
て
は
、
「
世
俗
の
宝
」
が
ほ
ぼ
全
所
収
 
 

話
で
「
宿
報
」
 
に
回
収
さ
れ
て
い
く
。
 
 
 

こ
の
時
、
研
究
史
上
の
一
般
認
識
と
し
て
『
宝
物
集
』
と
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
間
に
直
接
の
影
響
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
無
関
係
に
右
 
 

の
二
つ
の
理
路
が
現
れ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
両
者
の
発
想
は
あ
る
種
 
 

の
一
致
を
見
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
筆
者
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
巻
二
十
六
が
 
 

「
世
俗
」
と
い
う
先
行
研
究
の
示
し
た
枠
内
に
お
さ
ま
ら
ず
、
「
超
出
」
 
 

し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
こ
こ
に
予
想
さ
れ
る
仏
教
的
 
 

背
景
は
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

但
し
、
こ
の
こ
と
は
「
宿
報
」
が
如
何
な
る
語
彙
で
あ
る
の
か
、
ま
た
 
 巻

二
十
六
に
お
い
て
ど
の
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
左
右
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
次
章
以
降
、
「
宿
報
」
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
 
 

4
、
「
宿
報
」
の
検
討
 
 

こ
こ
で
は
、
「
宿
報
」
及
び
そ
れ
に
顆
す
る
語
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。
 
 
 

今
日
一
般
的
に
「
宿
報
」
 
の
語
義
は
、
お
よ
そ
片
寄
正
義
氏
が
 
 

こ
ゝ
に
宿
報
と
は
宿
世
の
業
報
な
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
宿
 
 
 

世
は
梵
語
p
引
r
召
の
繹
、
即
ち
宿
昔
の
世
の
意
味
で
、
宿
業
・
宿
 
 
 

縁
・
宿
尊
・
宿
福
・
宿
命
・
宿
困
・
宿
罪
・
宿
報
等
の
熟
語
は
皆
宿
 
 
 

世
に
お
け
る
業
等
を
意
味
す
る
。
宿
世
は
又
宿
業
或
は
宿
命
の
意
を
 
 

略
し
て
単
に
宿
世
と
科
す
る
こ
と
も
あ
る
。
 
 
 

■
「
H
－
 
 

と
す
る
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
「
宿
報
」
関
連
語
の
中
で
も
「
宿
報
」
は
表
題
に
も
用
い
ら
 
 

れ
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
が
巻
二
十
六
を
縮
む
に
際
し
て
、
特
に
塵
要
 
 

な
語
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
実
際
に
こ
の
言
葉
を
取
り
扱
う
 
 

こ
と
は
号
っ
単
純
で
は
な
い
。
実
は
用
例
が
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
言
葉
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
れ
は
例
え
ば
筆
者
の
調
査
に
あ
っ
て
仏
教
系
以
外
の
中
国
の
文
献
に
 
 

ー
〓
－
 
 

用
例
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
、
『
瀕
語
大
詞
典
』
に
「
宿
世
」
等
は
立
項
 
 

さ
れ
て
い
る
が
「
宿
報
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
も
窺
え
る
。
 
 

仏
教
系
文
献
で
は
 
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
中
に
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等
の
数
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
 
 
 

で
は
日
本
の
文
献
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
も
「
宿
世
」
・
「
橋
田
」
・
 
 

「
宿
業
」
等
の
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
簡
単
に
用
例
を
見
る
こ
と
 
 

が
出
来
る
。
し
か
し
 
「
宿
報
」
 
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
 
 

出
来
な
い
。
用
例
と
し
て
は
、
小
筆
氏
も
挙
げ
る
 
『
中
右
記
』
 
の
 
 

及
深
更
蔵
人
鯛
馬
隆
仰
云
、
太
宰
前
帥
李
仲
卿
可
除
名
配
流
罪
 
 
 

過
、
井
従
顆
等
任
法
家
勘
文
可
行
、
（
絹
錮
祁
∵
（
中
略
）
在
杖
座
之
 
 

間
、
内
府
語
給
云
、
此
季
仲
卿
任
帥
之
彼
我
夢
云
帥
卿
罪
名
紳
薦
宮
 
 

人
車
内
府
者
、
共
棲
夢
驚
了
、
今
夕
行
此
事
、
初
思
出
之
虞
、
是
誠
 
 

前
世
之
栢
報
欺
、
 
 
 

（
『
中
右
記
』
、
長
治
二
年
十
二
月
廿
九
日
条
）
 
 

の
用
例
や
 
『
撰
集
抄
』
 
の
 
 

只
矧
矧
っ
た
な
く
し
て
鳥
獣
と
な
り
ぬ
れ
は
物
を
い
は
ぬ
に
は
か
 
 

さ
れ
て
思
ふ
心
の
う
ち
を
も
不
知
し
て
定
を
こ
ろ
し
て
我
が
身
の
世
 
 

｛
川
）
 
 

（
『
撰
集
抄
』
）
 
 
 

を
渡
ら
ん
事
返
々
を
ろ
か
に
無
恕
な
る
へ
し
 
 

（
1
H
）
 
 

（
汀
一
 
 

を
は
じ
め
と
し
て
『
玉
葉
』
・
百
二
十
句
本
『
平
家
物
語
』
等
に
数
例
見
 
 

出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
用
例
数
が
少
な
い
と
と
も
に
 
 

受
持
講
話
清
浄
蓮
華
明
王
央
倶
拾
異
言
者
。
（
中
略
）
一
切
願
行
増
 
 

長
圃
滞
。
一
切
呪
狙
盛
香
寺
欒
寿
晶
。
諸
意
鬼
神
災
個
。
又
復
不
忠
一
 
 

切
風
疾
。
寒
熱
病
病
瘡
噴
痺
癖
。
頭
痛
癖
腫
痔
痢
諸
病
。
唯
除
樹
矧
 
 

現
世
軽
受
。
（
後
略
）
 
 

＝
〓
】
 
 

（
『
不
空
箱
索
紳
轡
眞
言
経
』
巻
第
二
十
八
）
 
 

（
H
｝
 
 

こ
れ
ら
は
皆
『
今
昔
物
語
集
』
成
立
と
さ
れ
る
時
期
と
同
時
代
か
そ
れ
以
 
 

後
の
用
例
で
あ
っ
て
、
確
か
に
院
政
期
か
ら
中
世
初
頭
の
時
期
に
「
宿
報
」
 
 

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
る
も
の
の
、
か
な
ら
ず
 
 

し
も
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
 
「
宿
報
」
 
の
性
質
が
、
一
般
的
な
語
で
仏
教
性
 
 

を
無
視
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
を
解
き
明
か
す
も
の
で
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
調
査
を
経
た
上
で
、
決
定
的
と
い
っ
て
良
い
用
例
は
 
『
法
 
 

華
験
記
』
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
『
法
華
験
記
』
1
2
2
話
を
見
よ
う
。
 
 

第
百
廿
二
 
 
筑
前
園
盲
女
 
 

筑
前
国
有
府
官
費
。
姓
名
未
詳
。
及
於
盛
年
。
忽
二
目
盲
。
全
不
 
 

見
物
色
。
流
涙
欺
息
。
此
女
思
念
。
依
宿
世
報
。
二
目
忽
青
。
今
生
 
 

我
身
不
中
人
用
也
。
不
知
兼
後
世
。
帥
語
山
尼
。
講
習
法
華
経
。
通
 
 

利
一
部
。
蓋
夜
諦
経
。
三
四
年
間
。
一
心
讃
詞
。
夢
有
一
僧
。
告
盲
 
 
 

女
日
。
湘
倒
矧
報
l
。
二
目
既
盲
。
今
密
書
心
。
調
法
撃
経
。
以
腔
威
 
 

力
。
除
眼
間
隙
。
嘗
得
明
眼
。
即
以
手
指
摩
両
目
。
夢
魔
己
後
。
両
 
 

眼
忽
開
。
見
色
分
明
。
女
人
流
涙
。
感
歎
妙
法
威
力
。
夫
子
脊
屈
。
 
 

親
族
朋
友
。
乃
至
園
内
。
皆
伏
膚
云
。
依
法
華
力
。
両
日
忽
開
云
々
。
 
 

女
弼
於
妙
法
生
信
力
己
。
不
退
讃
詞
。
書
寓
供
賛
妙
法
華
経
央
。
 
（
拍
〉
 
 

（
『
法
華
験
記
』
）
 
 

（
傍
線
筆
者
）
 
 
 

こ
の
『
法
華
験
記
』
1
2
2
話
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
受
容
さ
れ
、
巻
十
三
 
 
 

「
筑
前
囲
女
諦
法
花
開
音
語
第
二
十
六
」
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
 
 

巻
十
三
第
二
十
六
で
は
、
右
の
傍
線
部
に
対
応
す
る
女
の
心
中
思
惟
な
ら
 
 

び
に
夢
中
の
僧
の
言
が
 
「
宿
世
ノ
報
二
依
テ
ニ
ノ
目
盲
タ
リ
。
」
お
よ
び
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花
経
ヲ
讃
繭
ス
ル
ガ
故
こ
、
両
眼
忽
二
開
ク
事
ヲ
可
得
シ
』
」
と
な
っ
て
 
 

お
り
、
『
法
華
験
記
』
の
表
現
を
完
全
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
が
「
宿
報
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
で
「
宿
報
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
所
 
 

収
話
の
う
ち
、
出
典
が
明
確
で
あ
る
か
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
・
『
古
本
説
話
 
 

集
』
と
同
文
的
同
話
で
、
な
お
か
つ
そ
の
出
興
・
同
語
に
お
い
て
も
「
宿
 
 

報
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
巻
十
三
第
二
十
六
の
み
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
宿
報
」
の
語
彙
と
し
て
の
由
来
と
し
て
、
『
法
華
験
 
 

記
』
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
法
華
験
記
』
ほ
話
な
 
 

ら
び
に
巻
十
三
第
二
十
六
が
仏
教
説
話
で
あ
る
事
を
鑑
み
れ
ば
、
「
宿
報
」
 
 

に
仏
教
的
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
な
お
疑
問
が
残
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
「
宿
報
」
 
 

の
仏
教
性
は
閑
却
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
、
巻
二
十
六
お
よ
び
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
宿
報
」
 
 

と
い
う
も
の
を
考
え
る
際
に
重
要
な
、
仏
教
に
お
け
る
「
報
」
に
つ
い
て
 
 

の
一
つ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
 

一
般
的
に
「
報
」
は
幾
つ
か
の
属
性
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
あ
 
 

る
。
例
え
ば
「
善
報
」
「
悪
報
」
な
ど
の
よ
う
に
「
善
悪
」
で
も
っ
て
区
 
 

分
す
る
の
は
よ
く
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
号
っ
し
 
 

た
用
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
「
宿
 
 

報
」
と
は
「
報
」
を
時
間
的
視
点
か
ら
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
宿
報
」
は
用
例
が
少
な
く
、
必
ず
し
 
 

「
『
汝
ヂ
宿
報
二
依
三
 
 
丁
目
既
盲
タ
リ
ト
云
へ
ド
モ
、
今
心
ヲ
シ
テ
法
 
 
も
一
般
的
な
語
と
は
言
え
な
い
。
で
は
一
般
的
に
は
ど
う
区
分
す
る
の
 
 

か
。
 
 
 

実
の
と
こ
ろ
、
仏
典
類
で
は
、
果
報
の
時
間
的
な
括
り
を
、
多
く
「
現
 
 

報
」
・
「
生
報
」
・
「
後
報
」
の
三
つ
に
分
け
る
。
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
「
三
報
」
 
 

㌫
－
）
 
 

と
い
う
し
 
 
 

こ
れ
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
大
き
く
そ
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
冒
ハ
 
 

（
封
）
 
報
記
』
の
他
『
諸
経
要
集
』
去
三
報
論
』
な
ど
に
も
共
通
の
分
類
で
あ
り
 
 

「
現
報
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
 
 

一
般
に
は
今
生
の
因
に
よ
る
報
を
今
生
で
う
け
る
こ
と
を
「
現
報
」
、
次
 
 

生
で
う
け
る
こ
と
を
「
生
報
」
、
次
生
以
降
の
未
来
の
生
に
う
け
る
こ
と
 
 

を
「
後
報
」
と
い
う
。
大
雑
把
に
言
っ
て
、
「
生
報
」
・
「
後
報
」
が
琴
 
 

青
物
語
集
』
の
「
宿
報
」
の
枠
の
中
に
収
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
捉
え
た
時
、
注
目
す
べ
き
は
『
冥
報
記
』
の
序
文
の
次
の
 
 

箇
所
で
あ
る
。
 
 

然
其
説
報
元
有
三
種
。
一
者
現
報
、
於
此
身
中
夜
着
悪
筆
即
 
 
 

於
此
身
叫
而
受
報
老
骨
名
現
報
。
二
者
生
報
謂
此
身
作
琴
不
即
受
 
 
 

之
虚
業
尊
藩
主
於
諸
道
島
名
生
報
。
三
者
後
報
、
謂
過
去
身
作
 
 
 

善
悪
兼
高
得
東
報
応
多
身
受
。
是
以
現
在
作
業
末
便
学
報
。
或
 
 
 

次
後
之
生
受
。
式
後
生
十
生
方
始
受
之
。
党
名
後
報
。
 
 

（
『
軍
報
記
』
）
 
 

こ
こ
で
は
過
去
世
の
因
に
よ
る
報
で
あ
る
「
生
報
」
・
「
後
報
」
の
う
ち
 
 

「
生
報
」
を
人
間
の
生
前
の
行
い
に
よ
っ
て
諸
道
に
生
ま
れ
る
こ
と
と
 
 

し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
後
報
」
に
配
当
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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そ
し
て
周
知
の
如
く
『
今
昔
物
語
集
』
 
に
あ
っ
て
、
現
報
評
お
よ
び
畜
 
 

生
転
生
群
が
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
、
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
な
 
 

ら
ば
『
今
昔
物
語
集
』
が
こ
の
分
頬
に
よ
っ
て
各
種
の
「
報
」
を
弁
別
し
、
 
 

巻
立
て
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
 
 
 

仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
因
」
と
 
「
釆
」
 
の
呼
応
を
の
み
強
調
し
て
 
 

き
た
先
行
研
究
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
再
度
巻
二
十
六
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
 
 

る
だ
ろ
う
。
次
章
再
度
巻
二
十
六
の
所
収
話
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
 
 

5
、
巻
二
十
六
第
一
の
確
認
 
 

本
章
で
は
巻
二
十
六
の
第
一
、
「
於
但
馬
国
常
軌
取
君
子
語
」
を
取
り
 
 

上
げ
分
析
を
加
え
る
。
 
 
 

既
に
述
べ
た
が
『
今
昔
物
語
集
』
各
巻
巻
頭
話
は
一
般
に
締
者
が
そ
の
 
 

巻
に
つ
い
て
の
意
図
を
読
者
に
示
す
も
の
で
あ
り
そ
の
巻
の
方
向
性
を
決
 
 

定
す
る
授
割
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
巻
二
十
六
第
一
は
巻
二
十
 
 

六
に
つ
い
て
の
 
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
の
意
図
・
意
識
を
見
出
す
に
際
し
 
 

て
最
も
端
的
に
そ
の
用
を
為
す
と
考
え
ら
れ
分
析
を
欠
く
こ
と
は
出
来
な
 
 
 

ヽ
」
 
0
 
 
 

1
L
▼
 
 

｛
”
ニ
 
 
 

さ
て
そ
の
巻
二
十
六
第
一
は
、
出
典
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
日
本
霊
異
記
』
 
 
 

（
以
下
『
霊
異
記
』
）
上
巻
「
嬰
児
鷲
取
摘
以
他
国
得
逢
父
緑
第
九
」
と
 
 

と
も
に
、
常
に
嬰
児
で
あ
っ
た
自
分
の
娘
を
さ
ら
わ
れ
た
父
親
が
後
年
用
 
 

事
で
丹
後
の
国
に
出
か
け
「
驚
の
食
べ
残
し
」
と
呼
ば
れ
い
じ
め
ら
れ
る
 
 

女
児
と
出
会
う
が
そ
れ
は
実
は
成
長
し
た
自
分
の
娘
の
姿
で
あ
っ
た
、
と
 
 

い
う
あ
ら
す
じ
を
有
す
る
所
収
話
で
あ
る
。
 
 
 

当
然
の
こ
と
と
し
て
細
か
い
適
い
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
お
い
て
 
 

琴
番
物
語
集
』
編
者
に
よ
る
付
加
改
変
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
二
者
の
 
 

決
定
的
な
適
い
を
見
る
な
ら
ば
、
四
ケ
所
あ
る
。
赤
ん
坊
を
さ
ら
わ
れ
た
 
 

後
の
親
の
行
為
の
適
い
、
再
会
ま
で
の
経
過
年
数
の
適
い
、
全
て
が
判
明
 
 

し
た
後
の
萱
場
人
物
連
の
行
動
の
追
い
、
そ
し
て
語
末
評
語
の
適
い
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

そ
の
適
い
は
分
量
的
に
は
小
さ
い
も
の
の
、
そ
の
小
さ
さ
故
に
、
逆
に
 
 

純
粋
な
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
文
学
的
営
為
と
言
え
、
編
者
の
文
学
的
意
図
 
 

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

す
る
と
巻
二
十
六
第
一
に
お
け
る
こ
の
適
い
の
中
か
ら
、
本
論
文
が
す
 
 

で
に
述
べ
て
き
た
巻
二
十
六
を
め
ぐ
る
二
つ
の
事
柄
、
即
ち
巻
二
十
六
が
 
 

「
世
俗
の
宝
」
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
の
あ
り
方
を
有
す
る
こ
と
と
、
「
宿
 
 

報
」
に
仏
教
性
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
、
そ
の
両
方
に
つ
い
て
導
 
 

き
出
す
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
証
明
た
 
 

り
得
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
以
下
分
析
を
行
う
。
 
 
 

ま
ず
「
宿
報
」
 
の
語
の
仏
教
性
の
問
題
か
ら
み
て
い
こ
う
。
 
 
 

こ
の
間
題
に
最
も
大
き
く
関
わ
る
の
は
、
四
つ
の
適
い
の
う
ち
、
最
後
 
 

の
話
末
評
語
の
追
い
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
第
一
の
結
語
部
と
そ
れ
に
相
当
す
る
 
 

で
あ
ろ
う
 
冨
並
異
記
』
上
巻
第
九
縁
の
箇
所
の
各
々
を
掲
げ
そ
の
遠
い
を
 
 

確
認
し
よ
う
。
 
 

英
二
此
離
有
り
奇
異
キ
事
也
カ
シ
。
鷲
ノ
即
チ
礫
ヒ
失
フ
ベ
キ
 
 

こ
、
生
乍
ラ
棟
こ
落
シ
ケ
ム
、
希
有
ノ
事
也
。
此
レ
モ
前
生
ノ
宿
報
 
 

ニ
コ
ソ
ハ
有
リ
ケ
メ
。
父
子
ノ
宿
世
ハ
此
ク
ナ
ム
有
ケ
ル
ト
語
り
博
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へ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
第
一
、
傍
線
筆
者
）
 
 

嘘
乎
彼
父
 
遅
達
次
二
於
有
兇
之
家
一
連
得
是
乎
 
誠
知
 
刃
忍
 
 
 

l
 
 

耐
レ
矧
 
父
子
深
緑
也
 
是
奇
異
之
英
。
 
 

（
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
縁
、
傍
線
筆
者
）
 
 

大
筋
で
は
同
じ
事
を
言
い
な
が
ら
、
傍
線
部
に
つ
い
て
は
改
変
が
行
わ
 
 

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
こ
 
 

の
結
語
部
直
前
の
内
容
と
、
子
の
命
が
助
か
っ
た
こ
と
の
両
者
を
承
け
な
 
 

が
ら
、
そ
れ
ら
を
「
宿
報
」
の
問
題
に
帰
結
さ
せ
て
い
る
（
な
お
出
雲
路
 
 

修
氏
は
『
霊
異
記
』
の
傍
線
部
に
注
を
付
し
て
「
儒
教
的
な
文
飾
」
と
し
 
 

「
親
子
関
係
を
扱
う
説
話
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
」
と
す
る
）
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
改
変
が
そ
こ
に
あ
る
時
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
『
霊
異
記
』
 
 

の
「
天
」
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
宿
報
」
 
へ
の
地
平
の
転
換
が
行
わ
 
 

れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
仮
に
先
行
諸
論
の
よ
う
に
「
宿
報
」
に
つ
い
て
、
仏
教
的
意
味
 
 

合
い
を
強
く
持
た
ず
に
常
識
的
な
語
で
あ
る
と
し
た
り
世
俗
の
「
諸
ノ
事
」
 
 

を
仏
教
の
範
疇
に
収
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
な
ら
ば
、
 
 

巻
二
十
六
第
一
の
傍
線
部
は
全
く
そ
の
改
変
の
意
味
を
失
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
天
」
と
い
う
言
葉
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
用
い
 
 

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
「
天
」
の
語
に
関
し
て
は
稲
垣
泰
一
氏
に
論
考
が
あ
る
。
稲
垣
氏
 
 

は
、
「
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
 
（
孝
養
）
説
話
」
の
中
で
、
巻
九
や
巻
二
十
に
 
 

見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
孝
養
繹
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
天
」
「
天
 
 

道
」
「
天
神
」
等
の
語
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
「
仏
と
も
神
と
も
異
な
る
」
 
 

も
の
で
あ
り
、
「
（
仏
法
）
（
王
法
）
相
依
の
思
想
や
相
即
の
思
想
の
次
元
 
 

と
は
異
な
る
、
一
般
大
衆
の
日
常
身
辺
的
、
体
感
的
世
界
構
造
」
の
な
か
 
 

（
2
3
）
 
 

で
現
れ
、
用
い
ら
れ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
 
 
 

と
同
時
に
『
今
昔
物
語
集
』
が
巻
九
を
縮
む
に
際
し
て
典
拠
と
し
た
本
 
 

と
ご
く
近
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
船
橋
本
『
孝
子
伝
』
と
 
『
今
昔
 
 

物
語
集
』
 
の
比
較
の
中
か
ら
、
 
 

と
こ
ろ
で
仏
の
変
成
と
も
言
う
べ
き
虎
が
楊
威
の
 
（
孝
養
）
 
の
心
 
 

の
深
さ
を
感
じ
て
、
彼
を
害
さ
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
 
 

（
孝
養
）
 
の
心
を
思
量
し
、
裁
断
を
下
す
の
は
、
実
は
仏
で
は
な
く
 
 

「
天
」
 
で
あ
っ
た
。
先
掲
巻
九
第
五
話
で
は
、
 
 

今
日
ノ
虎
ノ
難
ヲ
遁
タ
ル
事
、
偏
二
孝
養
ノ
心
ノ
深
キ
ニ
依
テ
刃
 
 

パ
劇
列
到
得
タ
ル
也
 
 
 

と
楊
威
は
思
っ
て
い
る
。
当
該
部
分
は
船
橋
本
『
孝
子
伝
』
上
巻
第
 
 

十
六
話
に
見
ら
れ
ず
、
『
今
昔
』
独
自
の
解
釈
、
説
明
で
あ
る
。
 
 

（
傍
線
稲
垣
氏
）
 
 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
稲
垣
氏
の
言
及
さ
れ
る
巻
九
第
五
の
傍
線
部
に
あ
る
「
天
ノ
助
 
 

ケ
」
は
、
正
し
く
、
先
程
見
た
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
緑
の
「
天
哀
所
レ
 
 

資
」
に
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
 
 

者
に
よ
る
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
『
今
昔
物
語
集
』
 
 

編
者
の
自
家
薬
籠
中
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
小
峯
氏
以
外
の
先
行
諸
研
究
 
 

が
券
二
丁
十
六
に
見
て
い
た
の
は
、
稲
垣
氏
の
言
う
よ
う
な
「
一
般
大
衆
の
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日
常
身
辺
的
、
体
感
的
世
界
構
造
」
 
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
 
 

る
な
ら
ば
、
『
霊
異
記
』
 
の
 
「
天
衷
所
レ
資
」
と
い
う
表
現
が
巻
二
十
六
第
 
 

一
に
踏
襲
さ
れ
て
い
て
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
う
で
 
 

は
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
そ
れ
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
 
 

く
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
が
そ
こ
に
意
識
的
に
仏
教
的
性
格
を
付
与
す
 
 

る
た
め
に
 
「
宿
報
」
を
用
い
た
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 
 

あ
る
い
は
「
天
」
が
稲
垣
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
性
格
で
は
な
く
、
出
 
 

雲
路
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
儒
教
的
文
飾
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
事
情
 
 

は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
 
 
 

こ
れ
は
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
適
い
を
考
え
併
せ
る
こ
と
で
い
え
る
。
そ
 
 

の
適
い
は
 
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
緑
で
は
子
が
さ
ら
わ
れ
た
後
「
鵠
修
レ
 
 

幅
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
に
こ
れ
を
承
け
る
記
述
が
 
 

無
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
 
の
大
系
本
の
注
で
は
注
一
四
を
 
 

付
し
て
 
「
子
供
の
為
に
、
仏
事
を
い
と
な
ん
で
冥
福
を
祈
る
。
」
と
し
、
 
 

新
大
系
本
『
霊
異
記
』
 
の
出
雲
路
修
氏
の
注
で
は
 
「
本
説
話
で
仏
教
に
か
 
 

か
わ
る
叙
述
は
こ
こ
の
み
」
 
（
新
大
系
本
二
二
頁
注
二
二
）
 
と
す
る
。
 
 
 

す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
 
『
霊
異
 
 

ヽ
ヽ
 
 

記
』
、
す
な
わ
ち
 
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
 
は
 
「
現
報
」
を
そ
の
基
 
 

盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
緑
は
表
題
に
 
「
現
 
 

報
」
 
の
語
を
有
さ
ず
出
雲
路
修
氏
が
補
遺
と
比
定
す
る
部
分
に
あ
た
る
所
 
 

収
話
で
あ
る
が
、
仮
に
 
「
現
報
」
評
と
し
て
そ
れ
を
読
む
な
ら
ば
、
親
子
 
 

再
会
と
い
う
「
現
報
」
 
の
 
「
因
」
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

す
る
と
他
に
言
及
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
 
「
子
の
為
の
親
の
修
 
 

福
」
に
そ
れ
を
求
め
う
る
。
「
修
福
」
を
「
天
」
が
「
衷
」
ん
だ
結
果
と
 
 

し
て
の
親
子
再
会
と
い
う
読
解
が
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
緑
は
可
能
な
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

儒
教
的
概
念
と
し
て
の
 
「
天
」
の
感
応
が
「
現
報
」
を
の
み
説
明
可
能
 
 

で
あ
り
よ
り
精
密
な
因
果
は
扱
え
な
い
と
し
て
、
仏
教
と
儒
教
の
関
わ
り
 
 

の
中
で
し
ば
し
ば
仏
教
側
の
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
 
 

い
る
が
、
そ
の
点
で
も
『
霊
異
記
』
上
巻
第
九
緑
の
 
「
修
福
」
と
「
天
」
 
 

の
呼
応
関
係
は
「
現
報
」
謂
の
用
件
を
備
え
て
い
よ
う
。
 
 
 

そ
し
て
そ
の
呼
応
関
係
を
断
ち
切
る
よ
う
に
 
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
 
 

六
第
一
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
の
意
 
 

図
が
 
「
宿
報
」
 
に
あ
り
、
し
か
も
明
ら
か
に
仏
教
的
性
質
を
有
す
る
も
の
 
 

と
し
て
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
又
既
に
指
摘
し
 
 

た
よ
う
な
「
三
報
」
の
あ
り
方
と
重
な
る
こ
と
も
了
解
さ
れ
る
。
 
 
 

稲
垣
氏
と
出
雲
路
氏
の
指
摘
す
る
い
ず
れ
の
 
「
天
」
を
と
る
に
せ
よ
、
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
「
宿
報
」
が
仏
教
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
再
度
の
確
 
 

認
が
出
来
た
も
の
と
考
え
る
。
 
 
 

つ
づ
い
て
は
巻
二
十
六
第
一
を
分
析
し
 
「
世
俗
の
宝
」
を
扱
っ
た
所
収
 
 

話
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
行
く
。
 
 
 

こ
の
間
題
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
四
つ
の
適
い
の
う
ち
三
つ
目
 
 

の
、
全
て
が
判
明
し
た
後
の
登
場
人
物
達
の
行
動
の
追
い
に
関
わ
る
と
こ
 
 

ろ
が
大
き
い
。
全
て
が
判
明
し
た
際
に
、
事
情
を
知
っ
た
養
い
親
の
男
が
 
 

女
児
を
生
み
の
親
に
も
と
に
か
え
す
こ
と
を
「
惜
ム
事
充
ク
シ
テ
許
シ
」
 
 

た
 
（
『
霊
異
記
』
 
で
は
「
主
人
知
レ
賓
應
レ
認
許
」
）
 
と
こ
ろ
ま
で
は
両
者
同
 
 

じ
。
そ
の
後
、
『
今
昔
物
語
集
』
 
で
は
『
霊
異
記
』
 
に
全
く
言
及
の
な
い
 
 

行
動
を
登
場
人
物
達
が
取
り
始
め
る
と
い
う
の
が
こ
の
道
い
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
、
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侶
シ
、
「
我
モ
亦
年
来
養
ヒ
立
ツ
レ
バ
、
実
ノ
祖
二
不
具
。
然
レ
 
 

バ
、
共
二
祖
ト
シ
テ
可
費
キ
也
」
ト
契
テ
、
其
後
ハ
、
女
子
、
但
馬
 
 
 

ニ
モ
通
テ
、
共
こ
祖
こ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
。
 
 

と
い
う
も
の
で
養
い
親
の
主
張
を
生
み
の
親
と
娘
が
受
け
入
れ
、
娘
が
両
 
 

方
を
親
と
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
付
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
養
い
親
の
親
権
の
確
認
を
わ
ぎ
わ
ぎ
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
が
行
っ
 
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
時
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
そ
れ
ほ
ど
 
 

う
ま
く
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
二
つ
日
の
適
い
、
す
な
わ
ち
再
会
ま
で
 
 

の
経
過
年
数
の
適
い
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
説
明
が
つ
く
。
経
過
年
数
は
 
 

『
霊
異
記
』
 
で
は
 
「
遥
∴
八
箇
年
一
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
 
『
今
昔
 
 

物
語
集
』
 
で
は
 
「
其
ノ
後
十
余
年
ヲ
経
テ
」
 
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
 
 

『
今
昔
物
語
集
』
 
で
は
、
常
に
さ
ら
わ
れ
た
子
供
の
再
会
時
の
年
齢
を
 
 

「
十
二
三
許
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
 
『
霊
異
記
』
 
に
無
い
。
そ
 
 

し
て
、
こ
の
 
「
十
二
三
許
」
と
い
う
年
齢
は
当
時
の
女
子
の
成
人
の
時
期
 
 

に
重
な
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
義
理
の
親
が
そ
こ
ま
で
女
児
を
育
て
上
 
 

げ
た
こ
と
に
よ
り
「
実
ノ
祖
二
不
異
」
と
す
る
た
め
に
こ
の
改
変
が
行
わ
 
 

れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
『
霊
異
記
』
 
上
巻
第
九
縁
に
お
い
て
は
あ
 
 

く
ま
で
 
「
死
ん
だ
は
ず
の
子
と
の
再
会
」
と
い
う
奇
異
な
る
こ
と
・
霊
異
 
 

な
る
こ
と
に
そ
の
焦
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
 
に
お
い
 
 

て
は
「
子
と
の
再
会
」
と
い
う
事
件
を
単
純
に
奇
異
の
ま
ま
に
で
は
な
く
、
 
 

冷
静
に
世
間
の
道
理
と
で
も
言
う
ぺ
き
も
の
に
目
を
む
け
そ
こ
に
ま
で
踏
 
 

み
込
ん
だ
上
で
、
焦
点
化
し
て
い
る
。
 
 
 

実
は
、
親
権
に
関
す
る
記
述
を
承
け
て
す
で
に
見
た
結
語
部
が
現
れ
る
 
 

の
で
あ
る
が
、
改
変
の
結
果
と
し
て
 
『
霊
異
記
』
 
の
 
「
父
子
深
緑
」
と
そ
 
 

れ
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ
る
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
 
「
父
子
ノ
宿
世
」
 
の
内
 
 

容
が
全
く
追
っ
て
く
る
。
『
霊
異
記
』
 
で
は
、
「
鷹
に
さ
ら
わ
れ
た
子
と
生
 
 

み
の
親
の
再
会
と
い
う
深
緑
」
 
で
あ
る
の
に
対
し
て
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
で
 
 

は
「
鷹
に
さ
ら
わ
れ
た
子
と
生
み
の
親
の
再
会
と
、
山
人
の
子
に
二
人
の
 
 

父
親
が
存
す
る
と
い
う
宿
世
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
 
『
霊
異
記
』
 
と
の
比
較
に
見
る
限
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
 
 

に
あ
っ
て
は
「
子
と
の
再
会
」
 
の
事
件
性
の
み
な
ら
ず
（
あ
る
意
味
で
そ
 
 

う
し
た
不
思
議
さ
以
上
に
）
 
現
実
の
人
間
関
係
の
問
題
に
興
味
乃
至
意
識
 
 

が
向
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

逆
に
言
う
な
ら
ば
 
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
第
一
で
は
、
『
霊
異
記
』
 
 

上
巻
第
九
緑
の
一
つ
の
核
心
で
あ
っ
た
事
件
そ
の
も
の
の
奇
異
さ
・
不
思
 
 

議
さ
を
閑
却
し
て
ま
で
も
、
「
義
理
の
親
子
関
係
」
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
 
 

「
親
子
関
係
」
に
関
す
る
内
容
を
発
展
さ
せ
、
「
親
子
」
 
の
即
ち
親
が
子
 
 

を
も
つ
と
い
う
こ
と
の
問
題
一
般
を
こ
の
所
収
話
に
お
い
て
扱
お
う
と
し
 
 

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
巻
二
十
六
第
一
の
性
格
は
、
も
う
一
つ
の
 
「
常
に
さ
ら
わ
れ
 
 

た
嬰
児
の
奇
跡
的
生
存
」
と
い
う
「
命
」
に
関
す
る
事
件
を
も
含
め
て
、
 
 

既
に
緯
々
述
べ
て
き
た
「
世
俗
の
宝
」
 
の
枠
組
み
の
中
に
収
ま
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
述
べ
て
き
た
、
「
世
俗
の
宝
」
 
 

と
い
う
枠
組
み
の
存
在
と
 
「
宿
報
」
 
の
仏
教
性
が
、
と
も
に
巻
二
十
六
第
 
 

一
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
筆
者
の
主
 
 

張
に
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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6
、
お
わ
り
に
－
本
朝
世
俗
部
後
半
巻
の
編
碁
意
識
に
つ
い
て
 
 

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
が
、
表
題
通
り
 
 

「
宿
報
」
 
に
つ
い
て
の
巻
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
 
「
世
俗
の
宝
」
を
よ
 
 

す
が
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
先
 
 

行
諸
論
に
お
け
る
世
俗
世
界
の
諸
相
を
「
宿
報
」
を
よ
す
が
と
し
て
ま
と
 
 

め
た
と
す
る
考
え
方
と
逆
で
あ
る
が
、
巻
二
十
六
に
お
け
る
「
世
俗
の
 
 

宝
」
と
い
う
点
か
ら
み
た
時
の
整
合
性
乃
至
は
均
一
性
か
ら
考
え
て
、
こ
 
 

の
よ
う
に
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
仏
教
的
背
景
を
持
つ
 
 

巻
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
又
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
宿
報
」
関
連
語
 
 

の
あ
ら
わ
れ
な
い
巻
二
十
六
第
十
八
の
発
端
が
、
観
硯
上
人
が
 
「
道
心
」
 
 

を
起
こ
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
筆
者
は
前
稿
で
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
巻
二
十
八
～
巻
三
十
が
、
 
 

五
戒
を
扱
っ
た
巻
で
あ
り
仏
教
性
乃
至
仏
教
的
背
景
を
有
す
る
と
し
た
。
 
 
 

そ
し
て
今
、
巻
二
十
六
に
も
仏
教
性
乃
至
は
仏
教
的
背
景
が
指
摘
で
き
 
 

る
こ
と
を
述
べ
る
に
到
っ
た
。
当
然
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
巻
を
統
合
す
る
 
 

何
ら
か
の
発
想
が
存
在
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

筆
者
は
、
そ
れ
を
「
人
天
乗
」
 
（
乃
至
「
人
天
教
」
）
 
で
は
な
い
か
と
考
 
 

え
て
い
る
。
 
 
 

「
人
天
乗
」
 
（
「
人
天
教
」
）
 
と
は
出
家
を
し
て
い
な
い
在
家
の
俗
人
に
つ
 
 

い
て
の
教
え
・
信
仰
の
仏
教
的
段
階
を
示
す
。
 
 
 

よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
に
お
 
 

け
る
仏
教
の
歴
史
的
な
文
脈
と
は
切
り
離
さ
れ
る
形
で
諸
々
の
経
興
・
思
 
 

想
・
修
行
法
な
ど
が
涜
人
し
た
為
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
を
中
国
側
で
意
 
 

味
づ
け
し
再
構
成
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
と
同
時
に
儒
教
・
道
教
と
 
 

い
っ
た
も
と
も
と
中
国
に
存
在
し
て
い
た
思
想
か
ら
の
攻
撃
に
も
対
処
を
 
 

要
し
た
。
そ
こ
で
大
仏
教
者
達
は
各
々
の
立
場
か
ら
仏
教
思
想
・
中
国
思
 
 

想
・
イ
ン
ド
思
想
等
々
の
格
付
け
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
を
教
相
判
釈
 
（
教
判
）
 
と
い
う
。
中
国
仏
教
に
お
い
て
は
教
学
 
 

の
根
幹
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
仏
教
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
 
 
 

こ
う
し
た
教
判
の
中
で
幾
人
も
の
大
仏
教
者
達
が
取
り
上
げ
て
述
べ
た
 
 

の
が
「
人
天
乗
」
 
（
あ
る
い
は
「
人
天
教
」
）
 
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
帰
五
 
 

戒
を
保
持
し
世
間
の
因
果
の
存
在
を
知
っ
た
段
階
で
あ
り
出
世
間
の
理
法
 
 

と
い
う
よ
り
高
次
の
段
階
に
は
到
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
な
 
 

が
っ
て
ゆ
く
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
間
や
天
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ
 
 

る
教
え
・
信
仰
で
あ
る
た
め
 
「
人
天
乗
」
と
い
う
。
元
来
三
帰
五
戒
に
よ
 
 

る
現
世
・
未
来
世
の
長
寿
・
幸
福
等
を
と
く
疑
経
『
提
謂
波
利
経
』
 
な
ど
 
 

れ
封
）
 
 

の
世
俗
的
信
仰
 
（
乃
至
信
仰
運
動
）
 
を
位
置
付
け
る
概
念
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
 
「
人
天
乗
」
が
、
世
俗
の
人
々
の
道
徳
・
 
 

信
仰
を
あ
つ
か
う
概
念
で
あ
り
、
し
か
も
儒
教
・
道
教
と
い
っ
た
中
国
思
 
 

想
や
イ
ン
ド
思
想
と
対
比
あ
る
い
は
対
応
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
わ
が
空
海
の
十
住
心
の
教
判
で
は
、
莫
理
の
階
梯
の
う
ち
の
第
 
 

二
段
階
で
あ
る
恩
童
持
斎
住
心
・
第
三
段
階
で
あ
る
嬰
童
無
畏
住
心
で
人
 
 

（
器
）
 
 

天
来
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
前
者
は
三
崎
と
五
戒
 
（
＝
五
常
）
 
に
よ
り
身
を
 
 

憤
む
段
階
、
後
者
は
そ
こ
か
ら
進
ん
で
人
間
の
世
界
を
厭
い
そ
こ
か
ら
逃
 
 

れ
よ
う
と
す
る
段
階
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
入
来
と
天
来
に
あ
た
る
と
す
 
 

る
。
第
一
段
階
の
異
心
砥
羊
心
と
あ
わ
せ
て
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
 
 

い
る
の
は
、
世
俗
的
仏
教
・
儒
教
・
道
教
・
イ
ン
ド
の
外
道
で
あ
る
。
或
 
 

い
は
唐
の
宗
密
は
教
学
と
禅
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
出
世
間
の
理
法
の
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下
に
「
人
天
教
」
を
置
き
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
劣
る
も
の
と
し
て
儒
教
・
 
 

（
飾
）
 
 

道
教
・
外
道
を
置
く
。
 
 
 

「
人
天
乗
」
 
（
「
人
天
教
」
）
を
立
て
る
教
判
は
、
空
海
と
宗
密
に
見
ら
れ
 
 

る
よ
う
に
、
仏
教
以
外
の
思
想
の
扱
い
方
に
若
干
の
追
い
は
あ
る
も
の
 
 

の
、
そ
こ
で
は
中
国
・
イ
ン
ド
の
様
々
な
思
想
・
宗
教
が
階
層
化
さ
れ
 
 

る
。
当
然
空
海
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
仏
教
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
日
本
 
 

の
そ
れ
を
も
対
象
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
思
想
・
宗
教
が
い
わ
ゆ
る
 
「
天
竺
世
俗
部
」
・
「
磨
旦
世
俗
 
 

部
」
・
「
本
朝
世
俗
部
」
 
の
そ
れ
ぞ
れ
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
も
間
遠
 
 

い
な
い
。
さ
ら
に
は
空
海
 
『
十
住
心
論
』
 
の
思
量
持
斎
住
心
に
み
ら
れ
る
 
 

よ
う
に
、
「
王
法
」
 
の
問
題
が
 
「
人
天
乗
」
 
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
 
 

が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

こ
こ
に
い
た
っ
て
 
『
今
昔
物
語
集
』
 
の
編
纂
意
識
に
つ
い
て
の
多
く
の
 
 

問
題
が
こ
の
 
「
人
天
乗
」
 
で
解
決
で
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
了
解
さ
 
 

れ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
巻
二
十
六
が
 
「
世
俗
の
宝
」
を
よ
す
が
に
 
「
宿
報
」
を
取
り
 
 

上
げ
る
巻
で
あ
る
こ
と
は
、
巻
二
十
八
～
巻
三
十
の
内
容
が
五
戒
と
符
合
 
 

す
る
こ
と
と
併
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
本
朝
世
俗
部
」
が
こ
の
「
人
天
来
」
 
 

の
発
想
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
一
つ
の
証
左
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
し
て
右
に
述
べ
た
こ
と
が
仮
に
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
編
者
は
 
『
今
昔
物
語
集
』
を
縮
む
こ
と
に
よ
り
、
世
界
を
仏
教
の
側
 
 

か
ら
捉
え
、
把
握
し
、
総
合
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
編
纂
意
識
と
は
こ
の
意
識
に
他
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
れ
は
か
つ
て
今
野
連
氏
が
示
し
た
よ
う
な
ゆ
る
や
か
な
 
「
仏
教
一
 
 

（
2
7
）
 
 

元
」
 
の
あ
り
方
と
な
ろ
う
。
 
 
 

た
だ
し
こ
の
こ
と
を
証
す
る
に
は
未
だ
多
く
の
課
題
を
残
す
も
の
で
あ
 
 

り
、
次
稿
に
予
定
す
る
巻
二
十
七
を
手
始
め
に
一
層
の
検
討
を
要
す
る
。
 
 
 

こ
こ
で
再
度
、
巻
二
十
六
が
「
世
俗
の
宝
」
を
よ
す
が
に
「
情
報
」
を
 
 

扱
う
巻
で
あ
り
明
確
に
仏
教
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
本
論
文
の
結
 
 

論
と
し
た
い
。
 
 

【
付
記
】
 
 
 

本
論
文
は
平
成
十
六
年
度
説
話
文
学
会
大
会
 
（
七
月
三
日
、
於
早
稲
田
 
 

大
学
）
 
で
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
 
 

【
注
】
 
 

（
1
）
 
写
酋
物
語
集
 
五
』
 
（
森
正
人
 
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
酋
店
、
 
 

一
九
九
六
年
）
 
 

（
2
）
 
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
 
（
小
峯
和
明
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
五
年
初
版
、
 
 

山
九
九
三
年
増
補
再
版
）
 
 

（
3
）
 
『
説
話
集
の
世
界
』
 
（
出
雲
路
修
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
 
 

（
4
）
 
芸
7
青
物
語
暴
論
」
 
（
片
寄
正
轟
、
三
省
堂
、
一
九
四
四
年
、
芸
杯
舎
復
刊
、
一
九
 
 

七
四
年
）
 
 

（
5
）
 
こ
の
ほ
か
巻
二
十
六
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
安
東
大
陸
氏
の
 
「
『
今
昔
物
語
 
 

集
』
 
（
巻
二
十
六
）
 
に
あ
ら
わ
れ
た
宿
報
の
意
識
」
 
（
『
別
府
大
学
国
語
国
文
学
』
 
 

二
二
号
、
一
九
七
九
年
十
二
月
）
 
や
李
市
授
氏
の
「
「
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
・
 
 

宿
報
謂
の
意
義
を
巡
っ
て
」
 
（
「
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
一
六
号
、
一
九
九
九
年
 
 

二
月
）
 
が
あ
る
。
 
 

（
6
）
 
前
掲
注
1
論
文
 
 

（
7
）
 
「
芸
7
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
「
宿
報
」
試
論
－
拡
大
す
る
（
世
俗
部
）
 
へ
の
視
 
 

野
」
 
（
渡
辺
麻
理
子
、
『
国
文
学
研
究
一
三
〇
号
空
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
二
 
 

〇
〇
〇
年
三
月
）
 
 

（
8
）
 
『
今
昔
物
語
集
』
本
文
に
つ
い
て
は
大
系
本
を
基
本
と
し
、
新
編
全
集
本
を
参
考
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と
し
た
じ
 
な
お
東
大
本
影
印
に
よ
っ
て
一
部
を
改
め
た
。
 
 

（
9
）
 
『
今
昔
物
語
集
駄
 
（
3
）
』
 
（
馬
淵
和
夫
・
国
衆
文
麿
・
今
野
述
 
校
注
・
訳
、
日
 
 

本
文
学
全
集
、
小
学
館
、
昭
利
五
六
年
）
 
 

（
1
0
）
 
芸
ヱ
首
物
語
集
集
③
』
 
（
馬
淵
和
夫
・
国
東
文
麿
・
稲
蕗
義
竺
 
校
注
・
訳
、
折
綱
 
 

目
本
文
学
全
集
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
 
 

（
1
1
）
 
『
宝
物
集
・
閑
居
友
・
比
良
山
古
人
霊
託
』
 
（
小
泉
弘
・
山
田
昭
普
・
小
島
孝
之
・
 
 

木
下
宙
二
 
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
血
九
九
三
牛
）
。
な
 
 

お
小
見
出
し
目
次
は
本
来
存
在
せ
ず
新
大
系
本
の
校
注
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
 
 

る
が
『
宝
物
集
』
の
組
織
が
簡
潔
に
把
握
出
来
る
こ
と
を
鑑
み
便
宜
的
に
用
い
た
。
 
 

（
1
2
）
 
前
掲
注
4
論
文
 
 

（
1
3
）
 
『
漢
語
大
詞
典
』
 
（
瀕
語
大
詞
典
綿
締
委
員
会
・
滞
語
大
詞
典
締
装
処
・
羅
竹
風
、
 
 

上
海
辞
讃
出
版
社
、
一
九
八
六
1
一
九
九
四
）
 
 

（
1
4
）
 
『
不
空
箱
索
紳
轡
眞
言
姪
』
 
（
唐
曹
操
流
意
訳
、
大
正
新
修
大
蔵
経
二
〇
巻
・
一
〇
 
 

九
二
・
三
八
二
・
下
）
 
 

（
1
5
）
 
『
中
右
記
』
 
（
一
～
七
、
藤
原
宗
思
、
増
補
資
料
大
成
、
一
九
七
五
年
）
 
 

（
1
6
）
 
『
撰
集
抄
－
校
本
篇
－
』
 
（
安
田
孝
子
・
梅
野
き
み
子
・
野
崎
典
子
・
河
野
啓
子
・
 
 

森
瀬
代
士
根
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
四
年
）
 
 

（
1
7
）
 
『
玉
葉
』
 
（
藤
原
兼
実
、
名
著
刊
行
会
、
昭
和
四
六
年
）
 
 

（
1
8
）
 
『
百
二
十
旬
本
平
家
物
置
〓
松
本
隆
信
 
解
題
・
校
訂
、
慶
應
義
塾
大
学
付
属
研
 
 

究
所
斯
道
文
僅
、
斯
道
文
庫
古
典
叢
刊
之
二
、
昭
和
四
五
年
）
 
 

（
1
9
）
 
『
大
日
本
国
法
準
経
験
記
 
校
本
■
索
引
と
研
究
』
 
（
藤
井
俊
博
 
綿
著
、
和
泉
番
 
 

院
、
鵬
九
九
六
年
）
。
 
 

（
2
0
）
 
「
三
報
」
 
に
つ
い
て
は
、
出
雲
路
修
氏
が
 
『
日
本
霊
異
記
』
な
ら
び
に
 
芸
孟
日
物
 
 

語
集
』
に
つ
い
て
の
研
究
の
中
で
そ
の
重
要
性
を
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
 
 

る
。
詳
し
く
は
、
前
掲
注
三
論
文
■
新
大
系
本
『
日
本
霊
異
記
』
解
説
・
「
莞
7
昔
 
 

物
語
集
》
構
成
喪
神
注
圭
巻
九
に
つ
い
て
－
」
 
（
『
説
話
論
集
第
十
二
集
』
、
説
話
 
 

と
説
話
文
学
の
会
絹
、
滴
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
 
参
照
。
 
 

（
2
1
）
 
冒
一
報
論
』
 
（
悪
遠
、
『
忠
通
研
究
 
過
文
編
』
 
（
木
村
栄
一
縮
、
京
都
大
学
人
文
 
 

科
学
研
究
報
告
、
創
文
社
、
昭
和
三
五
年
）
に
よ
る
。
）
、
F
諸
軽
要
集
』
 
（
適
意
 
 

撰
、
『
大
正
新
修
大
蔵
経
k
三
十
五
巻
）
、
『
軍
報
記
』
 
（
唐
臨
挟
、
冒
ハ
報
記
の
研
 
 

究
第
一
巻
』
 
（
説
話
研
究
会
 
絹
、
勉
誠
出
版
、
平
成
一
一
年
）
 
に
よ
る
）
。
 
 

（
2
2
）
 
本
文
は
大
系
本
「
日
本
怒
異
記
』
 
（
遠
藤
霜
基
・
春
日
和
男
 
校
注
、
日
本
古
典
 
 

文
学
大
系
、
岩
波
商
店
、
昭
利
四
二
年
）
 
に
よ
り
、
注
釈
な
ら
び
に
校
異
に
つ
い
 
 

て
新
大
系
本
『
日
本
軍
墾
匹
〓
由
要
路
修
 
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
 
 

岩
波
讃
店
、
一
九
九
六
年
）
 
を
参
考
と
し
た
。
 
 

（
2
3
）
 
「
芸
孟
日
物
語
集
』
の
 
（
孝
養
）
説
話
－
天
道
と
慈
悲
－
」
 
（
稲
垣
泰
二
、
『
講
座
平
 
 

安
文
学
論
究
 
第
四
輯
』
、
平
安
文
学
論
究
会
、
風
間
沓
屠
、
昭
和
六
二
牛
六
月
）
 
 

（
2
4
）
 
『
掟
謂
披
利
縫
』
な
ら
び
に
「
人
天
来
」
 
（
「
人
天
教
」
）
に
つ
い
て
は
塚
本
謡
隆
氏
 
 

「
中
国
の
在
家
仏
教
特
に
庶
民
仏
教
の
〓
噂
典
－
提
謂
液
利
軽
の
歴
史
－
」
（
『
北
 
 

和
仏
教
史
研
究
』
、
塚
本
音
隆
著
作
集
第
二
巻
、
大
東
出
版
、
昭
和
四
十
九
年
）
、
 
 

牧
田
静
聴
氏
『
疑
経
研
究
』
 
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
昭
利
五
一
年
初
版
、
 
 

臨
川
書
店
、
平
成
元
年
復
刻
）
 
に
詳
し
い
。
 
 

（
仰
望
 
『
秘
密
渦
茶
羅
十
住
心
論
』
 
（
空
海
、
大
正
新
修
大
蔵
棍
七
十
七
巻
、
二
四
二
五
）
 
 

お
よ
び
『
秘
蔵
蟹
鍋
」
 
（
空
海
、
大
正
新
修
大
蔵
経
七
十
七
巻
、
二
四
二
六
）
。
な
 
 

お
、
筆
者
の
浅
学
に
よ
り
、
十
住
心
教
判
に
つ
い
て
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
な
い
部
 
 

分
も
あ
り
、
御
教
示
を
賜
れ
ば
辛
い
で
あ
る
。
 
 

（
2
6
）
 
『
原
人
論
」
 
（
宗
密
、
鎌
田
茂
雄
、
中
国
古
典
新
書
、
明
徳
出
版
、
昭
和
四
八
牛
）
 
 

な
ら
び
に
『
禅
元
渚
詮
集
都
序
』
 
（
宗
密
、
鎌
田
茂
雄
、
禅
の
語
録
、
筑
嘩
雷
吊
、
 
 

昭
和
四
六
牛
）
 
 

（
2
7
）
 
『
日
本
古
輿
文
学
大
辞
典
』
 
（
岩
波
番
店
、
山
九
八
四
年
）
 
「
F
今
昔
物
語
集
』
項
」
 
 

な
ら
び
に
買
孟
日
物
語
底
小
 
二
 
（
今
野
速
 
攻
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
 
 

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
 
解
説
参
照
 
 

（
ふ
な
ぎ
 
あ
づ
さ
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
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