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文
學
博
士

高
野

辰
之

道
成
寺
藝
術
す
な
は
ち
世
に
い
ふ
安
珍
清
姫
に
關
す
る
藝
術
に
就
い
て
、
茲
に
は
特
に
劇
に
現
は
れ
た
も
の
に
重
き
を
お
く
と
い
ふ
態
度

で
、
此
の
説
話
の
生
因
と
固
定
と
藝
術
化
と
に
就
い
て
略
述
を
試
み
た
い
と
思
ふ
。
こ
れ
に
關
す
る
文
獻
中
、
最
も
集
成
抱
擁
の
觀
を
呈
す

る
も
の
は
、
い
ふ
迄
も
無
く
和
歌
山
縣
日
髙
郡
御
坊
町
の
北
に
あ
る
天
音
山
千
手
院
道
成
寺
の
道
成
寺
縁
起
圖
巻
で
あ
る
。
こ
れ
と
こ
れ
よ

り
稍
後
れ
て
出
來
た
ら
し
い
能
の
道
成
寺
と
、
此
の
二
つ
が
道
成
寺
藝
術
史
上
に
於
い
て
、
前
を
承
け
て
後
を
開
く
所
の
も
の
で
あ
る
。
今

○

○

○

○

○

○

此
の
二
者
が
作
り
出
さ
れ
る
迄
の
經
路
と
此
の
二
者
か
ら
生
れ
出
た
藝
術
、
特
に
歌
舞
伎
劇
や
操
劇
に
於
て
、
俗
に
道
成
寺
物
と
稱
す
る
も

の
の
賞
觀
さ
れ
る
所
以
に
對
し
て
説
く
。

一
、
道
成
寺
縁
起
圖
巻
の
典
據

道
成
寺
と
い
へ
ば
、
誰
も
直
に
あ
の
安
珍
清
姫
の
事
件
の
あ
つ
た
寺
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
安
珍
だ
の
清
姫
だ
の
と
稱
へ
た

の
で
は
な
い
。
此
の
説
話
は
始
め
て
日
本
法
華
驗
記
に
紀
伊
國
牟
婁
郡
悪
女
と
題
し
て
載
せ
て
あ
り
、
こ
れ
よ
り
三
四
十
年
後
れ
て
出
た
今

昔
物
語
に
は
之
を
書
き
和
げ
て
、
紀
伊
國
道
成
寺
僧
寫
法
華
救
蛇
語
と
題
し
て
収
め
て
あ
る
。
此
の
二
書
は
共
に
平
安
朝
の
中
期
以
後
に
作

成
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
等
に
は
一
人
の
老
僧
と
一
人
の
若
僧
と
が
熊
野
參
詣
を
し
て
、
牟
婁
郡
の
或
寡
婦
の
家
に
宿
る
と
、
其
寡
婦
が
若

僧
の
美
貌
に
戀
着
し
て
、
夜
半
ば
か
り
に
副
臥
し
て
口
説
い
た
が
、
若
僧
者
が
さ
ま

ぐ
に
説
い
て
破
戒
を
免
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ど

う
し
て
も
寡
婦
が
承
引
し
な
い
の
で
、
そ
れ
な
ら
兩
三
日
を
待
て
、
年
頃
の
宿
願
で
あ
る
參
詣
を
果
し
た
後
に
兎
も
角
も
し
よ
う
と
い
つ
て

納
得
さ
せ
て
立
つ
た
が
、
参
詣
を
す
ま
す
と
別
の
道
筋
を
た
ど
つ
て
逃
げ
た
。
女
は
待
つ
て
も
待
つ
て
も

く
來
な
い
の
で
、
通
り
筋
へ
出

て
熊
野
道
者
に
問
へ
ば
、
其
の
僧
は
も
う
と
う
に
下
向
し
た
と
答
へ
た
。
欺
か
れ
た
と
知
つ
た
女
は
嗔
恙
の
炎
に
身
を
燒
い
て
、
一
念
忽
ち

大
蛇
の
姿
と
な
っ
て
野
山
を
分
け
て
追
ひ
か
け
た
。
僧
は
恐
れ
て
日
髙
の
道
成
寺
に
駈
け
込
み
、
大
撞
鐘
の
中
に
か
く
し
て
貰
つ
た
が
、
大

蛇
は
其
の
鐘
に
巻
つ
き
火
�
を
吐
き
か
け
て
去
っ
た
。
可
哀
相
に
僧
は
燒
き
殺
さ
れ
て
灰
と
な
っ
て
ゐ
た
。
さ
て
或
夜
の
こ
と
道
成
寺
の
上

臈
の
僧
の
夢
に
二
つ
の
大
蛇
が
現
は
れ
て
、
一
つ
の
蛇
は
生
前
若
僧
の
時
に
法
華
の
功
を
積
ま
う
と
思
ひ
乍
ら
そ
れ
を
果
た
さ
ず
、
追
ひ
か
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け
て
來
た
蛇
と
今
夫
婦
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
ど
う
か
法
華
讀
誦
の
手
向
を
賴
む
と
い
つ
た
。
老
僧
が
衆
徒
と
共
に
そ
れ
を
營
む
と
、
或
夜
一

僧
一
女
が
喜
色
滿
面
の
姿
を
し
て
夢
の
中
に
現
れ
、
我
等
は
さ
き
の
大
蛇
で
あ
る
が
、
法
華
の
利
益
に
よ
つ
て
、
男
は
兜
率
天
に
、
女
は
忉

利
天
に
生
れ
た
と
述
べ
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。

此
の
説
話
は
恐
ら
く
外
國
か
ら
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
べ
く
、
或
は
印
度
の
羅
刹
女
説
話
の
系
統
に
立
つ
も
の
で
あ
ら
う
と
い
つ
た
人
も

あ
る
が
、
女
人
の
執
着
と
い
ひ
、
化
し
て
大
蛇
と
な
る
所
と
い
ひ
、
其
の
本
が
印
度
種
で
あ
る
こ
と
は
疑
も
あ
る
ま
い
が
、
直
接
に
影
響
し

て
、
道
成
寺
説
話
の
生
成
に
參
與
し
た
も
の
は
新
羅
の
華
嚴
祖
師
に
關
す
る
説
話
で
あ
る
と
思
ふ
。
此
の
こ
と
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し

て
い
へ
ば
、
法
華
驗
記
と
今
昔
と
は
法
華
の
利
益
を
述
べ
る
の
が
主
意
で
、
彼
の
若
僧
は
ど
こ
の
何
と
い
ふ
者
で
あ
つ
た
か
、
又
何
時
の
時

代
の
話
で
あ
る
か
、
一
向
ま
だ
固
着
せ
し
め
て
居
ら
ず
、
僅
か
に
熊
野
と
道
成
寺
と
い
ふ
名
に
よ
つ
て
勝
手
に
浮
動
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

だ
け
の
話
で
あ
る
。
然
る
に
引
續
い
て
熊
野
參
詣
の
盛
ん
で
あ
っ
た
鎌
倉
時
代
の
間
に
、
此
の
話
は
漸
々
固
着
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

師
練
が
元
亨
釋
書
の
靈
怪
篇
に
同
じ
く
此
の
話
を
載
せ
て
僧
を
鞍
馬
寺
に
住
す
る
安
珍
と
云
ふ
名
の
者
だ
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
其
の

時
代
に
就
い
て
は
何
時
と
も
定
め
て
な
く
、
又
寡
婦
の
名
も
擧
げ
て
な
い
。
そ
れ
が
そ
れ
か
ら
五
六
十
年
後
に
出
來
た
ら
し
い
道
成
寺
縁
起

に
な
る
と
、
時
代
は
醍
醐
天
皇
の
延
長
六
年
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
僧
を
奥
州
か
ら
遙
々
熊
野
に
參
つ
た
者
と
し
、
女
を
紀
伊
室
の
郡
眞
砂

(

九

二

八

年

)

の
宿
の
亭
主
と
し
、
そ
れ
は
清
次
庄
司
の
娵
で
、
相
随
ふ
者
數
在
り
け
り
と
叙
し
て
あ
る
。
こ
れ
以
下
は
古
傳
と
大
差
は
無
く
、
後
の
劇
即

ち
能
や
淨
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
詩
材
に
用
ひ
ら
れ
た
道
成
寺
説
話
は
大
略
こ
ゝ
に
成
立
し
た
。
茲
に
我
等
は

何
に
因
つ
て
延
長
六
年
の
事
蹟
と
定
め
た
か
。

何
に
よ
っ
て
奥
州
の
僧
と
改
め
た
か
。

彼
の
愛
着
心
の
強
か
つ
た
女
は
寡
婦
か
娘
か
。

元
來
何
が
故
に
道
成
寺
に
此
の
話
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
か
。

の
四
つ
を
考
定
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
は
先
づ
道
成
寺
の
建
立
時
代
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
寺
傳
に
よ
れ
ば
、
文
武
天

皇
の
勅
願
所
で
、
紀
大
臣
道
成
が
奉
行
を
承
は
つ
て
大
寶
元
年
に
建
立
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
屋
代
弘
賢
が
其
の
道
成
寺

(

七

〇

一

年

)

考
に
述
べ
て
ゐ
る
が
如
く
、
正
史
の
上
に
見
え
な
い
事
で
あ
り
、
紀
道
成
と
い
ふ
大
臣
も
な
く
、
何
と
な
く
文
武
朝
の
創
建
と
は
認
め
か
ね

る
や
う
に
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昨
年
の
夏
參
詣
し
て
寺
趾
か
ら
出
た
出
土
古
瓦
を
見
る
と
、
紋
様
や
形
式
の
上
か
ら
見
て
、

確
に
奈
良
朝
前
期
の
物
と
認
定
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
平
安
朝
初
期
と
斷
じ
た
い
物
も
あ
り
、
其
の
以
後
の
も
の
も
あ
つ
て
、
文
武
朝
の
創

建
説
は
強
ち
に
否
認
出
來
さ
う
も
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
今
の
本
堂
は
幾
度
か
の
補
修
工
事
に
、
統
一
さ
れ
た
様
式
の
嚴
存
は
認
め
難
く
、

平
安
朝
時
代
所
か
、
鎌
倉
の
中
世
に
迄
も
遡
ら
せ
る
こ
と
も
出
來
ま
い
と
思
ふ
が
、
其
の
舊
規
模
の
廣
大
な
こ
と
か
ら
判
じ
て
、
勅
願
所
で
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無
く
て
も
當
初
餘
程
有
力
者
の
祈
願
所
と
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
へ
ど
う
し
て
平
安
朝
末
期
に
こ
ん
な
話
が
結
び
つ

け
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
私
は
道
成
寺
に
、
寺
相
當
の
撞
鐘
が
無
か
つ
た
爲
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
撞
鐘
は
當
然
寺
の
創
建
後
間
も
無
く
備
へ

つ
け
ら
る
べ
く
、
當
時
は
ま
だ
我
が
國
で
は
鑄
造
術
が
發
達
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
、
當
然
の
こ
と
三
韓
あ
た
り
か
ら
輸
入
せ
ら
る
べ
き
で

あ
つ
た
が
、
使
用
に
堪
へ
な
い
物
が
渡
つ
來
た
か
、
そ
れ
と
も
よ
い
物
が
來
た
が
、
天
災
地
變
で
破
壊
し
た
ま
ゝ
再
鑄
さ
れ
な
か
つ
た
か
、

何
れ
に
し
て
も
當
に
あ
る
べ
き
處
の
大
撞
鐘
が
無
か
つ
た
の
で
、
其
の
無
い
由
來
を
物
語
る
の
に
女
人
愛
欲
の
熾
烈
と
法
華
の
利
益
と
を
教

へ
る
此
の
話
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。

寺
の
所
在
地
は
矢
田
村
の
土
生
、
字
鐘
巻
で
あ
る
。
も
し
此
の
字
の
名
が
古
い
も
の
で
あ
つ
た
ら
、
此
の
名
に
附
會
し
た
説
話
と
し
て
説

は

ぶ

明
は
極
め
て
容
易
く
運
ば
せ
得
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
古
記
録
の
上
に
此
の
名
が
出
ず
、
土
地
の
者
も
新
し
い
名
だ
と
し
て
、
之
を
古
名

だ
と
は
し
よ
う
と
し
て
ゐ
な
い
。

撞
鐘
は
法
具
中
の
主
要
物
で
あ
る
。
然
る
に
道
成
寺
に
は
今
も
こ
れ
が
無
い
。
し
か
し
ど
の
劇
に
於
て
も
必
ず
鐘
の
再
建
供
養
の
場
に
珍

事
が
出
來
す
る
こ
と
に
し
て
あ
る
が
如
く
、
再
鑄
さ
れ
た
こ
と
は
疑
も
無
い
事
實
で
あ
っ
た
。
今
の
本
堂
は
専
問
家
が
見
て
室
町
初
世
よ
り

も
稍
古
い
も
の
と
し
て
認
め
る
と
い
ふ
が
、
鐘
の
再
鑄
年
代
も
之
を
許
し
さ
う
で
あ
る
。
凡
そ
寺
の
再
建
が
出
來
て
次
い
で
鐘
の
出
來
る
の

は
順
序
で
あ
ら
う
が
、
鐘
は
正
平
十
四
年
に
再
鑄
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
所
が
此
の
鐘
が
ま
た
問
題
視
さ
れ
て
不
祥
物
と
し
て
裏
の
竹
藪
の

(

一

三

五

九

年
)

中
に
棄
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
京
都
の
妙
滿
寺
に
あ
る
の
が
そ
れ
で
天
正

年
中
豊
臣
秀
吉
の
軍
が
拾
ひ
上
げ
て
軍
陣
用
に
供
し
、
そ
れ

(

一
五
七
三
〜
九
二
年)

が
妙
満
寺
へ
渡
つ
た
も
の
と
し
て
傳
へ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
現
存
物
は
確
に
贋
作
で
、
摸
造
し
た
物
で
も
無
さ
さ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

但
原
物
は
元
治
元
年
迄
は
儼
存
し
た
の
で
あ
る
。
鐘
の
こ
と
は
此
の
程
度
に
止
め
て
、
本
筋
の
藝
術
方
面
に
移
る
べ
き
で
あ
る
が
、
史
學
專

(

一

八

六

四

年)

門
の
方
の
お
集
り
の
席
で
あ
れ
ば
、
此
の
鐘
に
就
い
て
も
う
少
し
述
べ
る
こ
と
に
致
し
た
い
。
最
も
道
成
寺
と
い
へ
ば
誰
も
す
ぐ
「
鐘
に
怨

は
數
々
ご
ざ
る
」
を
思
ひ
出
し
、
能
で
も
鐘
入
を
大
切
に
す
る
の
で
あ
る
。

正
平
の
鐘
に
就
い
て
は
道
成
寺
に
傳
つ
て
ゐ
る
處
の
寄
附
者
の
後
裔
か
ら
寄
せ
た
彫
刻
板
が
よ
く
そ
の
由
來
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
曰
く
、

い
つ
の
こ
ろ
よ
り
か
都
妙
滿
寺
に
つ
た
は
れ
る
梵
鐘
あ
り
。
そ
は
こ
の
御
寺
の
た
め
に
正
平
十
四
己
亥
年
に
逸
見
満
壽
丸
源
清
重

主
其
族
吉
田
金
比
羅
丸
主
と
と
も
に
鑄
ら
れ
た
る
こ
と
銘
文
に
明
な
り
け
り
。
清
重
主
は
己
が
十
六
世
の
遠
祖
な
れ
ば
、
そ
ヾ
ろ

に
そ
の
上
の
ゆ
か
し
く
て
、
宮
古
に
も
の
す
る
ご
と
に
、
彼
御
寺
に
ま
う
で
て
、
行
者
に
た
の
み
て
鐘
を
見
侍
り
て
、

遠
祖
の
鐘
に
の
こ
せ
し
名
を
見
れ
ば

そ
の
よ
の
聲
も
き
く
こ
ゝ
こ
ち
し
て

瀨
見

善
水
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萬
延
元
年

長
月

(

一

八

六

〇

年)

庚
申

と
あ
る
。
此
の
鐘
は
此
の
年
よ
り
四
年
目
の
元
治
元
年
に
焼
け
失
せ
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
八
年
三
月
二
十
六
日
の
横
濱
毎
日
新
聞
が
、
今

(

一

八

六

四

年)
(

一

八

七

五

年)

度
道
成
寺
の
鐘
が
東
京
浅
草
田
圃
の
幸
龍
寺
で
縱
觀
さ
せ
る
と
記
載
し
た
。
之
を
見
た
右
の
瀨
見
善
水
氏
は
驚
い
て
一
書
を
新
聞
社
に
寄
せ
、

同
年
五
月
十
四
日
発
行
の
紙
上
で
之
を
公
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
七
年
十
月
廿
七
日
の
東
京
新
聞
に
類
似
の
記
事
が
あ
つ
た
と
い

ふ
こ
と
で
、
焼
け
失
せ
た
鐘
の
あ
る
筈
は
な
い
と
い
ふ
一
言
に
盡
き
る
駁
言
で
あ
る
が
、
鐘
の
由
來
を
知
る
上
に
必
要
な
文
字
で
あ
れ
ば
、

特
に
其
の
一
節
を
紹
介
し
た
い
。

南
朝
正
平
十
四
年
吾
遠
祖
該
地
ノ
領
主
逸
見
萬
壽
丸
清
重
、
其
親
屬
吉
田
源
頼
秀
諸
族
ト
戮
力
梵
鐘
二
口
ヲ
鑄
造
シ
一
ハ
隣
村
土

生
八
幡
宮
ニ
一
ハ
道
成
寺
ニ
寄
附
シ
八
幡
社
ノ
鐘
ハ
今
ニ
現
在
ス
道
成
寺
ノ
鐘
ハ
又
唖
鐘
ト
ナ
リ
テ
寺
後
ノ
藪
中
ニ
置
タ
リ
シ
ヲ

天
正
年
間
事
故
ア
リ
テ
京
都
妙
滿
寺
ニ
運
搬
セ
シ
ニ
清
朗
ノ
聲
韻
ヲ
發
セ
シ
カ
バ
珍
重
ス
ル
コ
ト
數
百
年
ナ
リ
シ
カ
レ
バ
我
遠
祖

(

一
五
七
三
〜
九
二
年)

ノ
遺
物
ナ
ル
ヲ
以
テ
家
人
上
京
ノ
都
度
一
見
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
サ
レ
バ
去
ル
明
治
六
年
五
月
廿
二
日
東
京
ヨ
リ
ノ
歸
途
モ
尋
タ
ル
ニ

豈
圖
ラ
ン
ヤ
元
治
元
年
七
月
兵
燹
ノ
タ
メ
堂
宇
諸
器
焼
失
シ
テ
鐘
及
ビ
銘
文
傳
記
一
ノ
存
ス
ル
ナ
シ
遺
憾
ノ
余
リ
家
ニ
記
録
セ
ル

銘
文
及
梵
鐘
全
圖
ヲ
謄
寫
シ
テ
妙
滿
寺
行
者
森
石
京
ニ
附
與
セ
リ
依
テ
這
回
東
京
ニ
テ
縱
觀
セ
ル
ハ
何
者
ノ
手
ニ
カ
成
リ
シ
ナ
ラ

ン
ト
江
湖
好
事
客
ニ
問
フ
モ
ノ
ハ
和
歌
山
縣
管
下
第
六
大
區
四
ノ
小
區
江
川
村
ニ
住
ル
同
縣
士
族
瀨
見
善
水
ナ
リ

こ
れ
で
現
存
の
鐘
に
對
し
て
、
正
平
鐘
と
し
て
請
取
れ
な
い
理
由
は
よ
く
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

兎
も
角
も
鐘
が
正
平
の
中
年
に
出
来
た
と
す
れ
ば
、
寺
の
興
隆
も
想
像
さ
れ
、
鐘
に
次
い
で
は
縁
起
の
作
製
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
が
順

序
で
、
こ
れ
は
何
人
に
も
許
さ
れ
る
可
き
推
測
で
あ
ら
う
。
我
等
は
こ
れ
よ
り
此
の
寺
の
縁
起
で
あ
つ
て
、
今
國
寶
に
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
の
檢
討
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
う
し
て
第
一
に
知
る
べ
き
は
其
の
作
成
年
代
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
判
然
と
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
本

朝
畫
圖
品
目
に
は
應

永

年

中
の
作
と
し
、
南
紀
名
勝
略
志
を
引
い
て
、
繪
は
土
佐
光
重
、
詞
書
は
後
小
松
院
の
宸
筆
だ
と
も
僧
正
徹
だ

(

一
三
九
四
〜
一
四
二
八
年)

と
も
い
ふ
が
、
宸
筆
風
で
な
い
、
多
分
正
徹
だ
ら
う
と
載
せ
て
あ
る
。

正
平
に
鐘
が
出
來
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
五
六
十
年
後
の
應
永
年
中
に
縁
起
が
作
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
ま
こ
と
に
自
然
で
あ
っ
て
、

光
重
は
確
実
に
此
の
時
代
の
人
で
あ
り
、
後
小
松
院
は
應
永
の
最
末
三
十
四
年
に
五
十
一
歳
で
お
あ
り
な
さ
れ
、
正
徹
は
四
十
六
歳
で
、
此

等
の
上
に
は
別
に
趹
陥
の
な
い
い
ひ
傳
へ
で
あ
る
。

但
此
の
縁
起
は
大
正
八
年
國
寶
に
指
定
さ
れ
る
際
に
も
、
應
永
の
物
と
は
認
め
難
い
と
い
ふ
意
見
が
あ
っ
た
。
其
の
詞
書
の
書
は
繪
よ
り

(

一

九

一

九

年)

も
一
段
と
劣
る
も
の
で
あ
つ
て
、
後
小
松
院
の
御
筆
ら
し
く
も
な
く
、
又
徹
書
記
と
も
認
め
難
い
書
風
で
、
随
分
無
理
な
あ
て
字
も
あ
り
誤

字
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
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件
の
女
房
夜
半
計
に
彼
僧
の
も
と
へ
行
く
絹
を
打
懸
制
伏
て
云
様
わ
ら
我
家
に
は
昔
よ
り
旅
人
な
ど
泊
ら
ず
今
宵
か
く
て
渡
せ
給

ふ
少
縁
事
に
あ
ら
ず
誠
一
樹
の
影
一
河
の
流
皆
先
世
の
契
と
こ
そ
承
候
へ

と
い
つ
た
漢
字
澤
山
な
も
の
で
あ
る
。
絹
は
當
然
衣
と
あ
る
べ
く
、
制
伏
は
副
伏
の
誤
ら
し
い
。
制
伏
は
セ
メ
フ
ス
と
訓
ま
せ
た
例
も
あ
れ

ば
、
或
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
ら
我
家
は

妾

が
家
で
あ
る
べ
く
、
少
縁
事
は
少
き
ゑ
に
し
の
誤
記
、
影
は
陰
の
誤
た
る
こ

わ
ら
は

と
は
實
に
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
按
ず
る
に
應
永
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
間
違
が
無
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
そ
れ
を
寫
し
た
も
の
で

あ
る
べ
く
、
原
本
の
詞
書
は
先
規
を
追
う
て
假
名
澤
山
に
記
さ
れ
て
あ
つ
た
の
を
、
繪
解
き
を
す
る
僧
侶
に
續
み
易
か
ら
し
め
る
手
段
と
し

て
漢
字
に
改
め
て
謄
寫
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
非
力
の
悲
し
さ
は
た
っ
た
五
六
行
の
間
に
も
こ
れ
だ
け
の
誤
り
を
見
せ
て
ゐ
る
。
か
う
い
っ

た
處
で
決
し
て
此
の
縁
起
の
價
値
を
低
落
せ
し
め
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
奥
に
足
利
義
昭
將
軍
の
花
押
が
あ
り
、
そ
の
説
明
書
も
附
け
て
あ

つ
て
、
元
亀
天
正
以
前
の
も
の
た
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
繪
は
稚
拙
で
雄
勁
で
、
繪
が
最
も
よ
く
原
本
の
舊
態
を
保
持
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

(

一

五

七

〇

〜

九

二

年)

縁
起
物
と
し
て
は
一
寸
變
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
多
少
の
異
見
を
抱
く
者
が
あ
る
に
せ
よ
、
國
寶
に
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
處
に
、
此
の
縁
起
繪

巻
の
動
さ
れ
な
い
價
値
は
證
明
せ
ら
る
べ
く
、
慾
を
い
へ
ば
、
此
の
繪
巻
の
原
本
又
は
そ
れ
に
近
い
も
の
の
發
見
せ
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す

る
も
の
で
あ
る
。

扨
て
彼
の
珍
事
を
何
に
因
つ
て
延
長
六
年
に
あ
っ
た
事
蹟
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
就
い
て
の
私
考
を
述
べ
て
、
此
の
縁
起
の
作
成

(

九

二

八

年

)

年
代
を
推
定
し
よ
う
と
思
ふ
。
凡
そ
寺
社
の
縁
起
に
は
、
な
る
べ
く
其
の
創
設
を
上
代
に
遡
ら
し
め
よ
う
と
す
る
が
常
情
で
、
系
統
を
重
ん

ず
る
氏
族
制
度
を
取
つ
た
我
が
過
去
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
時
代
の
古
き
こ
と
を
誇
り
の
一
つ
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
百
年
を
五

百
年
と
し
、
二
百
年
を
千
年
と
し
た
の
で
は
却
つ
て
反
證
が
顯
れ
易
く
て
許
さ
れ
難
い
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
文
獻
の
亡
佚
と
い
ふ
が
如
き

遁
辭
で
許
さ
れ
さ
う
な
、
あ
れ
ば
あ
り
得
さ
う
な
時
代
迄
遡
ら
し
め
る
の
が
最
も
賢
い
方
法
で
あ
つ
て
、
巧
に
出
來
て
ゐ
る
縁
起
類
に
は
此

の
點
に
留
意
し
た
も
の
が
多
い
。
け
れ
ど
も
何
の
因
由
も
な
い
遡
り
方
を
爲
す
べ
き
で
な
い
。
佛
家
で
い
へ
ば
、
百
年
三
百
年
又
は
五
百
年

と
い
ふ
が
如
き
年
囘
忌
に
用
ひ
る
數
が
先
づ
縁
起
作
成
者
の
頭
を
支
配
す
べ
く
、
精
々
五
百
年
位
が
人
の
信
用
を
求
め
得
ベ
き
限
度
で
あ
る

ら
し
い
。
神
代
の
昔
と
か
、
聖
徳
太
子
の
治
世
と
か
一
千
年
以
上
を
遡
ら
せ
る
こ
と
は
、
全
國
中
で
も
有
數
の
古
社
寺
で
あ
る
上
に
、
餘
程

の
由
緒
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
ひ
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
が
道
成
寺
縁
起
は
如
何
な
る
遡
り
方
を
し
て
延
長
六
年
を

割
り
出
し
た
の
で
あ
ら
う
。
先
づ
普
通
限
度
の
三
百
年
を
遡
つ
た
も
の
と
し
て
、
此
の
年
よ
り
此
の
年
間
を
降
ら
し
め
れ
ば
、
縁
起
の
作
成

は
安
貞
二
年
後
堀
河
天
皇
の
御
代
、
鎌
倉
幕
府
の
中
頃
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
縁
起
の
畫
風
や
文
體
と
は
合
し
さ
う
も
な
い
。

(

一

二

二

八

年)

之
を
五
百
年
遡
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
、
延
長
六
年
よ
り
五
百
年
を
降
ら
せ
れ
ば
、
縁
起
の
作
成
は
應
永
三
十
四
年
で
あ
っ
て
、
應
永
頃
と

(

一

四

二

七

年

)

鑑
定
し
た
古
人
の
所
説
に
も
合
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
暫
く
か
う
い
っ
て
置
き
た
い
。
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現
存
道
成
寺
縁
起
の
原
本
は
應
永
三
年
の
作
で
、
延
長
六
年
は
そ
れ
か
ら
五
百
年
を
遡
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
又
逆
に
か
う
考
へ

(

一

三

九

六

年)

た
い
。
延
長
六
年
は
此
の
寺
に
取
つ
て
記
念
す
べ
き
事
件
た
と
へ
ば
改
宗
と
か
再
建
と
か
の
こ
と
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
五
百
年

目
に
此
の
縁
起
が
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
か
う
考
定
し
た
い
。
記
念
す
べ
き
こ
と
は
、
鐘
捲
取
殺
し
以
上
の
事
で
、
取
殺
し
は
其
の
年
の
こ
と
に
附
會
し
た
に
相
違
な
い
と
考
へ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
の
憶
測
で
あ
つ
て
何
か
証
據
に
な
る
も
の
が
出
た
暁
で
な
け
れ
ば
、
到
底
成
立
せ
し
め
得
る
推
定
で
な
い
。

次
は
元
亨
釋
書
に
鞍
馬
の
僧
安
珍
と
し
て
あ
る
の
を
、
何
の
爲
に
奥
州
の
僧
と
改
め
た
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
近
き
あ
た
り
の

僧
と
い
ふ
よ
り
は
、
山
河
幾
百
里
の
遠
境
か
ら
遙
々
上
つ
て
來
た
者
の
身
の
上
に
起
つ
た
と
す
る
方
が
、
怖
ろ
し
さ
も
心
細
さ
も
加
つ
て
來

て
、
其
の
話
は
第
三
者
か
ら
一
層
同
情
を
呼
ぶ
の
に
有
力
で
あ
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
他
に
ま
だ
大
切
な
一
理
由
が
あ
る
。

一
条
天
皇
の
御
代
、
左
近
衛
中
將
藤
原
實
方
の
歌
を
齊
信
が
賞
め
る
と
、
行
成
は
批
難
し
て
、
歌
は
い
ゝ
が
、
人
柄
に
疵
が
あ
る
と
い
つ

た
。
か
う
と
聞
い
た
實
方
は
墳
恚
の
餘
り
、
行
成
の
冠
を
殿
上
で
打
落
し
た
。
實
方
は
其
の
爲
に
天
皇
の
思
召
に
違
ひ
、
貶
せ
ら
れ
て
陸
奥

守
と
な
り
、
遂
に
そ
こ
で
歿
し
た
。
そ
の
妻
と
子
が
實
方
が
生
前
の
素
志
で
あ
つ
た
熊
野
參
詣
を
果
す
爲
に
、
遙
々
と
上
つ
て
來
た
。
熊
野

三
黨
の
一
た
る
榎
本
氏
は
實
方
の
子
の
俊
秀
を
喜
ん
で
、
養
つ
て
其
の
女
に
娶
ら
せ
た
。
や
が
て
白
河
法
皇
が
熊
野
へ
行
幸
さ
れ
て
、
仰
が

あ
っ
て
、
長
快
を
此
所
の
別
黨
と
な
さ
れ
た
。
其
の
長
快
は
他
人
で
な
く
此
の
實
方
の
實
子
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
因
を
爲

し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
奥
州
人
の
熊
野
へ
參
る
者
が
多
く
、
か
の
藤
原
秀
衡
の
如
き
は
其
領
内
に
新
熊
野
神
社
を
遷
し
祀
つ
た
程
で
あ
つ
た
。

鎌
倉
の
代
も
次
の
室
町
の
世
も
、
奥
州
殊
に
羽
黒
山
伏
が
よ
く
熊
野
へ
參
詣
し
た
の
で
、
時
流
に
合
せ
て
奥
州
の
僧
と
し
た
の
で
あ
る
と
思

ふ
。さ

て
い
よ

く
寡
婦
か
娘
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
前
に
引
用
し
た
誤
字
澤
山
の
部
の
前
に
、

醍
醐
天
皇
之
御
宇
延
長
六
年
戊
子
八
月
之
比
自
奥
州
見
目
能
僧
之
淨
衣
着
が
熊
野
參
詣
す
る
あ
り
け
り
紀
伊
國
室
の
郡
眞
砂
と
云

所
に
宿
あ
り
此
亭
主
清
次
庄
司
と
申
人
の
娶
に
て
相
随
ふ
者
數
在
け
り
彼
僧
に
志
を
盡
し
痛
け
り
何
の
故
と
云
事
を
あ
や
敷
ま
で

に
こ
そ
覺
け
れ
然
ば

と
書
起
し
て
あ
っ
て
、
前
の
文
に
接
續
す
る
の
で
あ
る
。
道
成
寺
で
は
能
や
劇
に
娘
と
し
て
あ
る
が
爲
で
あ
ら
う
が
、
娵
を
ム
ス
メ
と
訓
ん

で
ゐ
た
。
今
も
縁
起
を
讀
み
聽
か
せ
る
こ
と
が
行
は
れ
ゐ
て
、
國
寶
に
指
定
さ
れ
た
物
の
外
に
徳
川
期
に
入
つ
て
か
ら
の
模
本
が
幾
種
も
あ

つ
て
、
そ
れ
を
展
べ
て
讀
む
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
其
の
ど
れ
に
も
娵
の
字
を
用
ひ
て
あ
つ
て
、
そ
れ
を
同
じ
く
娘
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
但

そ
れ
は
間
違
で
あ
つ
て
、
ヨ
メ
と
訓
む
べ
く
、
此
處
に
は
古
傳
が
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
娵
は
娶
と
同
字
で
あ
つ
て
、
同
じ
く
此
の
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室
町
時
代
に
出
た
幸
若
舞
曲
な
ど
に
も
此
の
字
を
使
用
し
て
、
や
は
り
ヨ
メ
と
訓
じ
て
あ
れ
ば
、
疑
も
無
く
さ
う
訓
ず
べ
き
で
、
私
は
そ
れ

を
道
成
寺
の
知
事
や
執
事
に
さ
う
申
出
し
て
置
い
た
。
能
や
淨
瑠
璃
で
娘
に
し
た
の
は
後
に
蛇
身
を
見
せ
る
對
照
上
、
前
身
を
成
る
べ
く
若

く
且
つ
美
し
く
す
る
必
要
が
あ
つ
て
、
古
傳
を
離
れ
て
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
相
随
ふ
者
が
多
い
と
あ
れ
ば
、
富
裕
な
寡
婦
生
活
で
、
「
昔

よ
り
旅
人
な
ど
泊
ら
ず
」
と
、
人
の
宿
な
ど
は
し
な
か
つ
た
立
派
な
家
で
あ
つ
た
と
、
鮮
明
に
浮
上
ら
せ
、
元
來
宿
を
借
り
た
者
は
老
若
の

二
僧
で
あ
つ
た
の
を
、
纏
綿
綢
繆
の
利
便
を
圖
つ
て
若
僧
一
人
と
し
た
な
ど
、
縁
起
作
者
も
中
々
抜
目
の
無
い
男
で
あ
つ
た
。
此
の
若
僧
が

歸
路
を
他
に
求
め
て
逃
げ
去
つ
た
時
、
寡
婦
は
若
僧
が
掛
子
の
あ
る
筥
を
持
遁
げ
し
た
と
誣
言
し
て
追
ひ
か
け
る
こ
と
に
し
て
あ
る
が
、
此

の
筥
と
あ
る
所
に
、
縁
起
の
手
本
と
な
つ
た
も
の
が
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
面
白
い
。
そ
れ
は
追
て
述
べ
る
が
、
縁
起
と
今
昔
物
語
の
記
事

と
の
間
に
は
、
記
述
情
調
の
上
に
大
し
た
差
異
の
あ
る
こ
と
は
直
に
頷
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
何
故
に
か
う
し
た
異
調
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
先
行
繪
巻
の
中
に
之
を
誘
引
し
た
も
の
が
あ
つ
た
結
果
で
あ
る
と
思
ふ
。

同
じ
く
此
の
道
成
寺
關
係
の
も
の
に
日
髙
川
雙
紙
子
と
い
ふ
物
が
あ
る
。
説
話
の
結
構
は
今
の
縁
起
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
若
僧
は
清
水

寺
の
賢
學
と
い
ふ
者
に
し
て
あ
る
の
で
、
一
に
之
を
賢
學
の
草
子
と
も
呼
ぶ
。
そ
う
し
て
其
の
一
�
本
に
應
永
七
年
庚
辰
二
月
日
於
紀
州
名

草
郡
日
方
村
畫
寫
畢
と
い
ふ
奥
書
が
あ
っ
た
と
、
考
古
畫
譜
に
載
せ
て
あ
つ
て
、
種
々
の
類
本
を
記
し
て
あ
る
。
現
に
帝
室
博
物
館
に
も
土

佐
廣
周
筆
を
模
寫
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
十
六
歳
の
姫
が
賢
學
に
戀
慕
し
、
賢
學
は
恐
れ
て
老
僧
と
共
に
熊
野
詣
を
し
て
避
け
よ

う
と
す
る
を
、
日
髙
の
里
ま
で
追
ひ
か
け
、
鐘
の
中
に
か
く
れ
た
の
を
蛇
體
と
な
つ
て
川
を
越
え
、
鐘
を
こ
わ
し
て
、
日
髙
川
の
水
中
へ
伴

れ
込
む
こ
と
に
し
て
あ
つ
て
、
夢
に
成
佛
を
告
げ
る
一
條
は
な
い
。
私
は
道
成
寺
縁
起
圖
巻
を
前
述
の
理
由
の
下
に
、
應
永
三
十
四
年
の
作

成
と
考
定
す
る
が
爲
に
、
幾
分
は
此
の
賢
學
の
草
子
に
も
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
他
に
ま
だ

く
此
の
二
つ
の
も
の
に
對
し
て
立

派
な
お
手
本
に
な
る
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
を
説
き
た
い
。

そ
れ
は
華
嚴
祖
師
傳
、
略
し
て
は
華
嚴
嚴
縁
起
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
考
古
畫
譜
に
種
々
の
所
傳
を
列
記
し
て
あ
る
が
、
栂
尾
の

高
山
寺
の
藏
で
、
詞
書
は
明
慧
上
人
の
作
、
繪
は
信
實
だ
と
い
ふ
こ
と
で
、
書
は
道
家
兼
經
等
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
元
來
八
巻

あ
つ
た
も
の
が
二
巻
散
逸
し
て
六
巻
だ
け
残
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
に
博
物
局
で
修
繕
し
た
時
、
古
い
裏
打
紙
に
元
龜
元
年
の
記
文

(

一

八

八

三

年

)
(

一

五

七

〇

年)

が
あ
つ
て
、
そ
れ
に

先
年
兵
亂
之
時
、
足
輕
共
執
散
、
爲
彼
兵
火
所
々
燒
失
了
、
然
坊
人
共
拾
集
之
間
、
此
坊
取
置
也
云
々

と
あ
つ
と
い
ふ
物
で
あ
る
が
、
華
嚴
祖
師
の
内
元
曉
と
義
湘
の
分
が
危
く
兵
火
を
免
れ
て
、
今
も
紛
雜
亂
次
の
儘
に
つ
ぎ
合
せ
て
あ
る
。
此

の
義
湘
の
分
が
お
手
本
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

元
曉
と
義
湘
と
は
新
羅
の
最
盛
時
と
稱
せ
ら
れ
る
文
武
王
治
下
の
人
で
、
我
が
天
智
の
朝
よ
り
持
統
の
朝
へ
か
け
て
の
人
で
あ
る
。
即
ち
義

(

六
六
八
〜
七
一
年)

(

六
八
七
〜
九
七
年)
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湘
が
著
名
な
浮
石
寺
を
創
建
し
た
の
は
王
の
第
十
六
年
で(

三
國
史
記)

わ
が
天
武
天
皇
の
第
四
年
に
當
り
、
義
湘
が
七
十
八
歳
で
入
寂
し
た

(

六
七
三
〜
八
六
年)

の
は
新
羅
の
聖
徳
王
元
年
で
、
我
が
文
武
天
皇
の
大
寶
二
年
で
あ
っ
た
。
此
の
二
人
の
事
は
三
國
史
記
に
も
一
寸
出
て
ゐ
る
が
、
三
國
遺
事

(

七

〇

二

年

)

の
第
四
巻
元
曉
不
覊
、
義
湘
傳
教
の
二
條
に
よ
く
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
の
元
曉
の
條
に

師
嘗
一
日
風
顚
唱
レ

街
云
。
誰
許
没
柯
斧
。
我
斫
支
天
枉
。
人
皆
末
レ

喩
。
太
宗
聞
レ

之
日
。
此
師
殆
欲
下

得
二

貴
婦
一

産
中

賢
子
上

之
謂

今
學
院

爾
。
國
有
二

大
賢
一

。
利
莫
レ

大
レ

焉
。
時
瑤
石
宮

有
二

寡
公
王
一

。
勅
二

官
吏
一

覓
レ

曉
引
入
。
官
吏
奉
レ

勅
將
レ

之
。
己
自
二

南
山

是
也

一

。
來
過
二

蚊
川
橋
一

遇
レ

之
。
佯
隨
土
二

水
中
一

濕
二

衣
袴
一

。
吏
引
二

師
於
宮
一

。
褫
レ

衣
曬
朖
。
因
留
宿
焉
。
公
主
果
有
レ

娠
。
生
二

聡
一

。

聡
生
而
叡
敏
。
博
通
二

経
史
一

。
新
羅
十
賢
中
一
也
。･
･
･
･
･
･

曉
既
失
レ

戒
生
聡
。
己
後
易
二

俗
服
一

。
自
號
二

ト
姓
居
士
一

、
偶
得
三

優

人
舞
二

弄
大
瓠
一

。
其
状
瑰
奇
。
因
二

其
形
一

製
爲
二

道
具
一

。
以
二

華
嚴
經
一
切
無
碍
人
一

道
出
生
命
一

名
曰
二

無
碍
一

。
仍
作
レ

歌
流
二

于
世

一

。
嘗
持
レ

此
千
村
萬
落
旦
歌
旦
舞
。
化
詠
而
歸
。
使
二

桑
樞
瓮
牖
攫
猴
之
輩
一

。
皆
識
二

佛
陀
號
。
咸
作
二

南
無
之
稱
一

曉
之
化
大
矣
哉
。

･
･
･
･
･
･

亦
因
二

海
龍
之
誘
一

承
二

詔
於
路
路
上
一

撰
三
昧
經
蔬
。
置
二

筆
硯
於
牛
之
兩
角
上
一

。
因
謂
二

之
角
乘
一

亦
表
二

木
始
二
覺
之
微

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

旨
一

也
。
大
安
法
師
排
來
而
粘
紙
。
亦
知
音
唱
和
也
。

と
あ
る
。
瓠
は
瓢
で
、
之
を
持
つ
て
、
謡
ひ
な
が
ら
化
導
た
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
空
也
は
之
を
模
ね
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
ろ
う
が
、

そ
れ
は
別
と
し
て
、
元
曉
が
殊
更
に
川
に
落
ち
た
り
、
寡
婦
の
處
に
留
宿
し
た
り
、
何
と
な
く
我
が
道
成
寺
臭
い
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、

高
山
寺
所
傳
の
繪
傳
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
省
略
し
て
、
義
湘
と
共
に
入
唐
求
法
の
旅
に
上
つ
た
が
、
一
夜
塚
の
中
に
宿
つ
て
鬼
に
遭
ひ
、

義
湘
と
所
見
を
異
に
し
て
歸
國
し
た
こ
と
に
し
て
あ
る
。
但
海
龍
に
誘
は
れ
て
云
々
の
事
は
縁
起
に
も
作
り
こ
め
て
あ
る
。
す
な
は
ち
新
羅

王
妃
の
病
が
篤
く
て
百
方
醫
術
を
盡
し
て
も
效
驗
が
な
い
。
占
は
せ
る
と
、
海
龍
王
の
許
に
あ
る
經
文
を
講
讃
す
れ
ば
平
癒
す
る
と
の
こ
と

で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
勅
使
が
龍
宮
に
赴
き
、
經
文
を
乞
ひ
得
て
脛
を
割
つ
て
そ
れ
に
収
め
て
歸
り
、
當
時
銅
の
鉢
を
叩
い
て
、
大
安
々
々
と

唱
へ
て
市
中
を
遊
行
し
て
ゐ
た
大
安
聖
者
に
勅
し
て
八
品
に
分
た
し
め
、
聖
者
の
勸
め
に
よ
つ
て
、
元
曉
に
之
を
講
ぜ
し
め
ら
れ
た
ら
、
妃

の
病
が
全
治
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
あ
る
。
こ
れ
が
華
嚴
の
寶
典
金
剛
三
昧
經
の
蔬
で
あ
る
。
高
山
寺
の
祖
師
繪
傳
は
一
部
分
紛
失
し
て

ゐ
る
の
で
、
斷
言
し
に
く
い
が
、
こ
の
金
剛
三
昧
經
を
龍
宮
に
遺
し
て
來
た
も
の
を
義
湘
と
す
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
但
三
國
遺
事
の
義
湘

傳
教
の
條
に
は
そ
れ
を
記
し
て
な
い
。
廿
九
歳
で
落
髪
し
、
元
曉
と
遼
東
を
經
て
入
唐
し
よ
う
と
し
て
間
諜
と
誤
解
さ
れ
て
囚
へ
ら
れ
、
辛

う
じ
て
遁
げ
歸
つ
て
、
永
徽
の
初
、
唐
使
の
船
に
便
乘
し
て
入
唐
し
、
華
嚴
の
第
二
祖
智
儼
を
終
南
山
至
相
寺
に
訪
う
て
、
玄
旨
を
究
明
し

た
。
た
ま

く
唐
高
宗
が
新
羅
を
伐
た
う
と
し
て
、
新
羅
の
丞
相
を
抑
留
し
た
の
で
、
丞
相
は
義
湘
に
旨
を
含
め
て
歸
國
さ
せ
、
修
法
に
よ

つ
て
害
を
未
前
に
防
い
だ
こ
と
に
し
て
あ
る
。
次
い
で
浮
石
寺
の
創
建
や
、
華
嚴
第
三
祖
賢
首
菩
薩
か
ら
搜
玄
蔬
の
相
談
を
う
け
る
事
等
を
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叙
し
、
天
宮
へ
徃
來
し
た
り
、
遠
方
の
燈
に
點
火
し
た
り
と
い
つ
た
や
う
な
寄
蹟
に
關
し
て
も
記
し
て
あ
る
が
、
愛
情
關
関
係
に
就
い
て
は

一
言
半
句
も
録
し
て
な
い
。
然
る
に
、
華
嚴
縁
起
に
は
大
へ
ん
な
事
が
綴
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
道
成
寺
縁
起
の
藍
本
で
、
略
述
す
れ
ば
か

う
で
あ
る
。

無
事
唐
土
に
着
し
た
義
湘
は
途
々
食
を
乞
う
て
行
つ
た
が
、
一
富
裕
者
の
門
に
立
つ
こ
と
と
な
つ
た
。
其
の
家
は
女
主
人
で
、
其
の
名
は

善
妙
、
容
貌
の
美
し
い
の
で
知
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
、
固
よ
り
侍
女
も
幾
人
か
あ
つ
た
。
容
姿
秀
麗
の
義
湘
が
威
儀
安
祥
と
し
て
誦
經
す
る
様

を
見
て
、
善
妙
は
忽
ち
貧
着
愛
戀
の
念
を
起
し
、
戸
外
に
出
で
眉
を
あ
げ
、
聲
を
巧
に
し
て
愛
の
満
足
を
與
へ
て
く
れ
と
義
湘
に
口
説
く
。

義
湘
は
わ
れ
は
塵
染
を
去
つ
て
佛
戒
を
守
る
者
、
望
に
は
應
じ
難
い
と
こ
と
わ
り
且
つ
誡
め
れ
ば
、
善
妙
は
そ
れ
に
教
へ
ら
れ
て
、
慾
心
を

抑
へ
よ
う
と
し
た
が
、
又
忽
ち
胸
に
燃
ゆ
る
が
如
き
念
ひ
が
起
つ
て
、
二
た
び
義
湘
に
か
き
く
ど
い
て
い
ふ
。
來
世
は
二
人
と
も
共
法
師
に

生
れ
あ
ひ
、
わ
れ
は
貴
僧
の
爲
に
化
導
の
資
縁
を
助
け
る
こ
と
に
致
し
た
い
。
就
い
て
は
愛
憐
を
垂
れ
て
此
の
世
で
一
度
乞
を
容
れ
て
貰
ひ

た
い
と
哀
願
す
る
。
義
湘
が
そ
れ
で
止
む
を
得
ず
憐
ん
だ
と
そ
こ
を
た
ゞ
一
語
に
綴
つ
て
あ
る
。
ど
の
程
度
迄
憐
ん
だ
か
は
記
し
て
な
い
が
、

其
の
後
義
湘
は
至
相
大
師
を
訪
ひ
、
頌
釋
を
作
つ
て
記
別
を
得
る
と
、
窃
に
道
具
を
整
へ
て
歸
國
の
途
に
上
つ
た
。
虫
が
知
ら
せ
た
と
い
ふ

の
で
も
あ
ら
う
か
、
善
妙
は
大
切
な
身
の
ま
は
り
の
品
を
詰
め
た
一
つ
の
筥
を
侍
女
に
持
た
せ
て
義
湘
を
搜
ね
、
今
し
船
が
港
を
離
れ
た
所

へ
駈
け
着
け
た
。
地
團
太
を
踏
む
が
出
た
船
は
返
ら
ず
、
や
が
て
霞
の
中
に
消
え
て
行
く
。
善
妙
は
憤
恚
の
餘
り
筥
を
取
つ
て
海
上
に
抛
ち
、

身
を
踊
ら
せ
て
海
に
入
つ
た
が
、
忽
ち
龍
の
姿
と
化
し
て
義
湘
の
船
を
追
ふ
。
筥
も
義
湘
の
船
に
漂
着
し
、
龍
も
追
ひ
つ
い
て
、
船
を
背
に

負
う
て
進
む
處
迄
で
繪
傳
は
切
れ
て
し
ま
ふ
が
、
こ
れ
か
ら
龍
宮
に
到
り
着
き
龍
は
女
と
化
し
、
義
湘
は
金
剛
三
昧
經
を
留
め
て
別
れ
歸
り
、

龍
女
は
大
神
通
力
を
現
は
し
て
義
湘
の
化
を
資
け
る
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
あ
る
ら
し
い
。
斷
片
の
文
字
と
繪
と
に
よ
つ
て
は
か
う
判
斷
し
た

い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
此
の
金
剛
三
昧
經
が
元
曉
に
よ
つ
て
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
し
て
あ
つ
て
、
此
處
か
ら
三
國
遺
事
の
記
載
に
合
す
る

の
で
あ
る
。

元
曉
の
情
事
は
、
彼
土
に
あ
つ
て
は
古
記
に
明
か
で
あ
る
に
も
係
ら
ず
、
義
湘
と
合
せ
て
華
嚴
の
二
大
祖
師
と
し
て
尊
宗
し
、
高
麗
史
の

肅
宗
辛
巳
六
年
の
条
に

八
月
癸
巳
詔
曰
、
元
曉
義
湘
東
方
聖
人
也
、
無
二

碑
記
諡
號
一

、
厥
徳
不
レ

暴
、
朕
甚
悼
レ

之
、
其
贈
二

元
曉
大
聖
和
靜
國
師
、
義
相
大

圓
教
國
師
一

、
有
司
即
二

所
住
之
處
一

、
立
レ

石
紀
レ

徳
、
以
垂
二

無
窮
一

。

と
見
え
て
ゐ
る
が
、
肅
宗
は
我
が
堀

河

天

皇
の
朝
に
當
る
。
即
文
武
王
の
時
よ
り
四
百
年
後
の
高
麗
朝
に
於
て
か
う
も
尊
信
さ
れ
た
の

(

一
〇
八
六
〜
一
一
〇
七
年)

で
あ
る
。
こ
ゝ
に
義
湘
の
龍
女
濟
度
に
關
し
て
深
入
り
を
爲
す
に
先
立
つ
て
、
少
し
く
我
が
華
嚴
宗
の
起
源
に
觸
れ
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。

我
が
國
へ
華
嚴
章
疎
を
傳
へ
た
の
は
、
天
平
八
年
に
唐
の
道
璿
律
師
の
將
來
が
最
初
で
あ
り
、
同
十
四
年
に
新
羅
僧
の
審
祥
、
此
の
人
は
唐

(

七

三

六

年

)
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の
華
嚴
第
三
祖
、
賢
首
菩
薩
に
學
ん
だ
も
の
で
、
來
朝
し
て
大
安
寺
に
居
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
良
辨
が
此
の
人
に
華
嚴
經
経
を
講
ぜ
し
め

た
こ
と
も
あ
つ
た
。
此
等
を
以
て
起
り
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
天
平
七
年
に
大
伴
旅
人
の
家
で
歿
し
た
尼
の
理
願
は
新
羅
の
者
で
あ

り
、
も
つ
と
古
く
は
持
統
天
皇
の
御
代
に
三
方
沙
彌
は
新
羅
へ
留
學
し
た
の
で
あ
つ
た
。
此
の
他
に
多
く
の
歸
化
人
も
あ
り
朝
貢
使
も
頻
々

(

六
八
六
〜
九
七
年)

と
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
人
に
よ
つ
て
義
湘
や
元
曉
の
事
蹟
は
俗
傳
を
交
へ
て
神
異
や
奇
蹟
味
を
豊
富
に
し
て
傳
へ
ら
れ
た
に
相
違

な
い
。
さ
う
し
て
法
華
經
に
基
く
教
義
、
た
と
へ
ば
天
台
宗
が
行
は
れ
る
に
至
つ
て
は
、
そ
の
事
蹟
は
提
婆
品
の
龍
女
成
佛
に
引
き
つ
け
ら

れ
、
遂
に
そ
れ
を
龍
頭
の
あ
る
べ
き
鐘
に
結
び
つ
け
て
、
撞
鐘
を
有
せ
ざ
り
し
道
成
寺
に
附
會
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
新
羅
の
文
武
王

の
治
下
は
法
を
弘
め
、
我
が
文
武

天
皇
の
御
代
に
當
る
時
に
入
寂
し
た
義
湘
の
事
蹟
は
、
我
が
文
武
の
朝
に
創
建
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
道
成

(

六
九
七
〜
七
〇
七
年)

寺
へ
結
び
つ
け
る
の
に
極
め
て
好
都
合
で
、
其
の
融
合
會
通
の
滑
か
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
想
像
に
餘
り
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
思
ふ

に
道
成
寺
が
寺
傳
の
如
く
文
武
天
皇
の
大
寶
元
年
の
創
建
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
當
初
は
法
相
宗
で
あ
り
次
い
で
華
嚴
宗
の
寺
と
な
つ
た
の
で

(

七

〇

一

年

)

は
あ
る
ま
い
か
。
寺
で
も
最
初
は
他
宗
で
あ
つ
た
よ
う
に
い
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
平
安
朝
に
入
つ
て
今
の
天
台
宗
と
な
つ
た
も
の
で
、
彼
の

法
華
驗
記
や
今
昔
物
語
の
記
事
も
、
印
度
の
羅
刹
女
と
い
ふ
よ
り
は
此
の
新
羅
の
華
嚴
説
話
が
天
台
化
し
て
、
法
華
の
利
益
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
も
の
と
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
特
に
一
時
華
嚴
宗
の
寺
で
あ
つ
た
よ
う
に
認
め
る
の
は
、
男
は
兜
率
天
に
生
れ
た
と
夢
の

中
に
語
る
、
そ
れ
に
よ
つ
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
道
成
寺
は
天
海
僧
正
が
天
台
宗
に
改
め
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
前
は
眞
言
で
あ
つ
た
と
縁
起

に
記
し
て
あ
る
。
千
何
年
間
か
の
永
い
間
に
は
幾
度
か
改
宗
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

華
嚴
縁
起
は
中
川
忠
順
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
鎌
倉
の
中
世
を
下
る
も
の
で
無
く
、
單
に
時
代
を
以
て
す
れ
ば
信
實
の
時
に
近
か
ら

う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
明
慧
が
示
寂
の
時
と
離
れ
て
も
、
ざ
っ
と
二
三
十
年
程
の
間
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
圖
巻
の

繪
と
詞
と
の
分
段
が
長
く
て
、
所
々
に
繪
に
短
い
詞
や
説
明
を
加
へ
て
あ
る
の
は
、
繪
の
所
だ
け
で
も
詞
の
所
だ
け
で
も
獨
立
し
得
る
こ
と

で
あ
り
過
去
に
本
文
だ
け
で
繪
の
な
か
つ
た
時
代
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
自
然
此
の
縁
起
の
文
は
も
つ
と

く
古
い
も
の
と
な

す
べ
き
で
あ
ら
う
。
其
の
こ
れ
に
、

こ
れ
は
大
願
に
よ
り
佛
菩
薩
の
加
被
を
う
け
て
、
か
り
に
大
龍
と
な
り
、
ふ
か
く
師
の
徳
を
敬
重
し
、
佛
法
を
信
ず
る
に
よ
り
て

な
り
。
い
は
ん
や
た
だ
龍
と
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
大
磐
石
と
も
な
れ
り

･
･
･
･
･
･
･

と
あ
つ
て
、
浮
石
寺
建
立
の
際
の
出
來
事
迄
に
わ
た
つ
て
、
一
切
を
假
化
利
益
だ
と
し
て
あ
る
。
明
慧
も
亦
さ
う
解
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。

栂
尾
の
附
屬
に
善
妙
寺
と
い
ふ
名
の
寺
も
あ
つ
た
。
か
の
縁
起
の
詞
の
作
者
は
所
傳
の
如
く
明
慧
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
勿
論
古
傳

に
基
い
た
も
の
で
、
決
し
て
創
作
や
假
托
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
ふ
。

元
來
義
湘
善
妙
兩
人
の
關
係
に
就
い
て
は
ま
だ
其
の
根
據
を
捜
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
三
國
遺
事
以
外
の
所
傳
に
基
く
か
、
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そ
れ
と
も
元
曉
の
事
蹟
を
義
湘
に
連
繫
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
唐
國
よ
り
新
羅
へ
遁
歸
る
時
の
事
に
作
爲
し
た
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ら
う
と
思

ふ
。
さ
う
し
て
此
の
作
爲
は
華
嚴
縁
起
以
前
に
起
つ
た
こ
と
で
、
も
し
三
國
遺
事
の
類
が
他
に
一
二
部
も
あ
つ
た
な
ら
、
容
易
く
見
出
さ
れ

さ
う
に
思
ふ
が
、
総
督
府
の
朝
鮮
國
書
解
題
に
就
い
て
で
は
、
あ
の
程
度
の
古
書
に
そ
ん
な
類
の
も
の
が
あ
る
や
う
に
は
思
は
れ
な
い
。
三

國
遺
事
は
高
麗
の
僧
一
燃
が
我
が
文
永
弘
安
の
頃
に
撰
ん
だ
も
の
で
、
義
湘
傳
教
の
次
に
蛇
福
不
言
の
條
が
あ
り
、
元
曉
も
此
の
話
の
中
に

(

一

二

六

四

〜

八

八

年)
出
る
の
で
あ
つ
て
、
其
處
に

後
人
爲
創
二

寺
於
金
剛
山
東
南
一

。
額
曰
二

道
場
寺
一

。

の
如
き
文
が
あ
る
。
そ
れ
で
此
等
の
古
説
話
の
二
三
四
五
も
道
成
寺
縁
起
に
何
等
か
の
影
響
を
與
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
ぜ
し
め
ら
れ

る
。
し
か
し
其
の
可
否
は
朝
鮮
史
の
専
門
家
に
裁
定
を
願
ふ
こ
と
に
し
て
、
標
題
に
立
戻
つ
て
私
見
を
述
べ
續
け
る
で
あ
ら
う
。

明
慧
上
人
は
實
に
道
成
寺
に
近
い
在
田
郡
石
垣
庄
内
吉
原
村
で
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
。
此
の
人
の
開
い
た
高
山
寺
に
藏
せ
ら
れ
て
ゐ
た
義

湘
や
元
曉
の
繪
傳
中
の
説
話
は
、
當
然
明
慧
の
故
郷
附
近
で
の
語
り
草
と
な
つ
た
で
も
あ
る
べ
く
、
明
慧
が
も
と
も
と
好
男
子
で
あ
つ
た
。

四
歳
の
時
に
父
の
平
七
武
者
重
國
が
烏
帽
子
を
取
つ
て
着
せ
、
美
容
で
あ
る
か
ら
男
に
し
て
、
小
松
内
府
へ
參
ら
せ
よ
う
と
い
つ
た
の
を
忌

ん
で
、
椽
か
ら
落
ち
て
見
た
り
、
燒
火
箸
を
顔
に
當
て
て
醜
く
し
よ
う
と
し
た
り
し
た
程
で
、
し
ま
ひ
に
は
右
の
耳
を
切
落
と
し
て
佛
道
に

猛
進
し
た
人
で
あ
つ
た
。
建
仁
三
年
入
唐
渡
天
の
志
を
抱
い
て
萬
里
の
波
に
身
を
任
せ
よ
う
と
し
た
が
、
春
日
明
神
に
お
止
め
を
蒙
つ
て
渡

(

一

二

〇

三

年)

航
を
見
合
せ
た
こ
と
は
古
今
著
聞
集
や
春
日
驗
記
に
見
え
て
ゐ
る
。
此
の
渡
航
中
止
よ
り
い
へ
ば
元
曉
に
類
し
、
美
貌
に
於
て
は
義
湘
に
似

て
ゐ
た
人
で
あ
っ
た
。
但
神
佛
の
加
被
に
よ
つ
て
其
の
歴
史
の
上
に
何
の
汚
點
も
遺
さ
ず
、
華
嚴
祖
師
の
一
人
と
し
て
永
く
尊
崇
を
受
け
得

た
人
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
人
の
作
と
稱
せ
ら
れ
、
か
う
い
ふ
人
の
開
い
た
寺
中
に
藏
せ
ら
れ
た
繪
傳
中
の
説
話
が
、
此
の
人
の
故
郷
に
傳
播
し
、
そ
れ
が

故
郷
に
近
い
道
成
寺
の
古
傳
説
に
加
味
せ
ら
れ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
道
成
寺
説
話
が
華
嚴
縁
起
化
し
て
、
現
在
の
道
成
寺
縁
起
を
産
み
出

し
た
と
考
へ
て
も
、
決
し
て
不
當
妄
斷
の
譏
を
受
け
る
程
の
事
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
即
ち
道
成
寺
縁
起
は
近
く
は
賢
學
の
草
子
に
導
か

れ
、
更
に
遡
つ
て
は
此
の
義
湘
の
巻
を
粉
本
と
し
て
作
つ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
華
嚴
祖
師
絵
傳
と
道
成
寺
縁
起
と
は
繪
の

間
に
短
い
繪
解
き
や
口
詞
を
加
へ
て
ゐ
る
こ
と
も
同
一
で
あ
り
、
大
切
な
龍
の
形
も
、
龍
の
吐
く
炎
も
、
全
く
同
一
に
描
い
て
あ
る
。
相
共

に
裕
福
な
寡
婦
と
し
、
筥
迄
が
兩
方
に
出
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
両
者
の
間
に
至
密
の
關
係
が
な
い
と
は
考
へ
ら
れ
ず
、
關
係
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
前
述
の
如
く
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

(

追
記)

講
演
を
了
へ
た
日
、
道
成
寺
の
執
事
小
野
廣
海
さ
ん
か
ら
、
重
要
な
報
告
に
接
し
た
。
そ
れ
に
か
う
あ
る
。
京
都
の
内
貴
氏
の
許

で
昭
和
二
年
一
月
十
九
日
に
古
い
道
成
寺
縁
起
を
見
せ
て
貰
つ
た
。
こ
れ
は
大
正
六
年
に
大
阪
美
術
倶
楽
部
に
於
て
、
税
所
子
爵
家

(

一

九

二

七

年

)
(

一

九

一

七

年

)
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の
藏
品
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
成
寺
縁
起
が
國
寶
に
編
入
さ
れ
て
後
、
福
井
利
吉
郎
さ
ん
も
見
ら
れ
て
、
道
成
寺
の
藏
よ

り
も
書
體
が
古
く
、
繪
も
純
土
佐
だ
と
い
は
れ
た
と
の
こ
と
だ
。
大
體
寺
の
藏
と
同
じ
で
あ
る
が
、
二
三
箇
處
繪
も
詞
書
も
餘
計
に

あ
る
。
詞
書
は
二
人
の
筆
蹟
と
見
受
け
た
。
上
巻
の
末
尾
に
全
く
別
筆
で
、

天
福
山
永
壽
寺
常
福
院
常
慶
主

と
あ
り
、
下
巻
の
最
後
に
、
俗
に
日
蓮
の
作
だ
と
い
ふ
、
四
句
の
文

一
天
四
海

皆
歸
妙
法

後
五
百
歳

廣
宣
流
布

が
古
體
の
書
で
記
さ
れ
て
あ
り
、
他
に
壽
量
品
の
文
の
記
入
も
あ
る
と
か
う
知
ら
せ
て
來
た
。
望
む
所
の
物
が
先
づ
一
つ
現
は
れ
た
の
で
あ

る
。
福
井
君
は
道
成
寺
の
が
國
寶
に
指
定
さ
れ
る
場
合
に
も
有
力
な
參
與
者
で
あ
つ
た
。
自
然
同
君
が
寺
の
よ
り
も
古
い
と
鑒
せ
ら
れ
た
ら

間
違
は
無
い
と
思
ふ
。
永
壽
寺
の
所
在
も
知
り
た
い
が
、
天
台
宗
寺
籍
簿
で
搜
ね
た
ら
群
馬
縣
下
仁
田
郡
小
坂
村
に
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
常
福
院
と
い
ふ
支
坊
又
は
異
稱
の
有
無
を
ま
だ
調
べ
得
な
い
。
或
は
法
華
宗
の
寺
の
中
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

但
私
は
一
天
四
海
云
々
の
一
行
に
よ
っ
て
疑
問
が
一
時
に
永
解
し
た
。
す
な
は
ち
天
下
悉
く
妙
法
に
歸
す
で
、
そ
れ
を
道
成
寺
も
天
台
宗
に

改
ま
つ
た
意
に
轉
用
し
て
、
そ
れ
か
ら
五
百
年
後
の
今
、
此
の
繪
巻
に
よ
っ
て
法
華
の
利
益
を
廣
宣
流
布
せ
し
む
る
の
意
に
用
ひ
、
改
宗
五

百
年
の
記
念
に
此
縁
起
繪
巻
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
石
げ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
先
に
延
長
六
年
を
以
て
改
宗
其
の
他
記
念
す
べ

(

九

二

八

年

)

き
事
件
の
あ
つ
た
年
と
臆
測
し
た
事
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
臆
測
で
な
い
こ
と
が
證
明
せ
ら
れ
た
と
し
た
い
。
應
永
三
十
四
年
と
い
ふ
推
定
は

(

一

四

二

七

年

)

こ
れ
に
よ
つ
て
間
違
は
な
か
つ
た
こ
と
が
證
明
せ
ら
れ
た
と
し
た
い
。
何
と
な
れ
ば
延
長
六
年
か
ら
五
百
年
目
す
な
は
ち
應
永
三
十
四
年
で

あ
る
。
こ
れ
を
も
う
一
日
早
く
知
り
得
た
ら
、
縁
起
の
作
成
に
就
い
て
假
構
の
説
明
を
爲
す
必
要
も
な
か
つ
た
の
に
、
併
せ
て
聽
者
に
不
安

を
感
ぜ
し
め
ず
に
濟
ん
だ
の
に
と
思
ふ
が
、
ど
う
も
止
む
を
得
な
い
次
第
で
あ
つ
た
。

二
、
能
の
道
成
寺

轉
じ
て
道
成
寺
縁
起
が
劇
藝
術
化
さ
れ
た
跡
を
一
瞥
す
る
で
あ
ら
う
。
先
づ
擧
ぐ
べ
き
は
能
の
道
成
寺
で
、
勿
論
縁
起
に
近
く
筋
を
立
て

て
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ま
な
ご
の
庄
司
の
一
人
娘
が
、
父
の
戯
言
を
信
じ
て
、
わ
が
家
を
宿
坊
と
し
て
熊
野
に
參
詣
を
す
る
客
僧
に
い
ひ
寄

る
こ
と
に
し
て
あ
る
。
戯
言
と
は
娘
の
幼
き
時
に
、
あ
の
僧
こ
そ
は
汝
の
夫
よ
と
い
つ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
幼
心
に
誠
と
思
つ
て
年
月
を
送

り
、
幾
年
か
の
後
、
客
僧
の
宿
つ
た
時
、
夜
更
け
人
靜
つ
て
後
、
娘
か
ら
結
婚
の
催
促
を
し
た
の
で
、
客
僧
は
驚
い
て
道
成
寺
へ
遁
込
む
こ
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と
に
し
て
あ
る
。
さ
う
し
て
折
ふ
し
日
高
川
の
水
が
増
し
て
ゐ
た
が
、
一
念
毒
蛇
と
な
つ
て
や
す

く
と
渡
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
、
義

湘
の
海
を
川
に
代
へ
て
あ
る
。
此
の
事
は
能
の
中
の
語
り
と
で
も
名
づ
く
べ
き
所
で
物
語
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
能
の
道
成
寺
は
全
く
此
の

寺
の
後
日
譚
で
、
再
建
當
日
に
於
け
る
珍
事
を
仕
組
ん
だ
と
い
ふ
筋
合
の
も
の
で
あ
る
。
前
シ
テ
は
白
拍
子
、
後
シ
テ
は
蛇
形
般
若
、
ワ
キ

は
住
持
、
外
に
同
宿
二
名
に
狂
言
方
も
出
る
の
で
あ
つ
て
、
始
に
ワ
キ
が
今
日
の
供
養
に
は
女
人
は
禁
制
だ
と
申
し
渡
し
て
入
る
。
そ
こ
へ

處
の
白
拍
子
が
來
て
、
是
非
入
場
さ
せ
て
く
れ
、
そ
の
代
り
に
舞
を
演
じ
て
見
せ
る
と
い
つ
て
、
番
僧
を
た
ら
し
て
入
り
込
み
、
立
舞
ふ
様

に
窺
ひ
寄
り
、
思
へ
ば
此
の
鐘
怨
め
し
や
と
引
つ
か
づ
い
て
ぞ
失
せ
に
け
る
と
な
る
。
そ
こ
へ
住
持
が
現
は
れ
て
、
女
人
禁
制
の
理
由
と
し

て
前
述
の
こ
と
を
語
り
、
日
頃
の
戒
功
の
試
み
時
で
あ
る
と
、
衆
僧
と
共
に
祈
れ
ば
、
引
か
ぬ
に
此
の
鐘
動
き
出
で
撞
か
ぬ
に
高
う
音
を
發

し
て
、
中
か
ら
般
若
姿
の
者
が
撞
木
杖
を
持
つ
て
現
は
れ
る
。
さ
う
し
て
其
の
般
若
は
打
つ
て
か
ゝ
る
が
、
散
々
に
祈
ら
れ
て
、
法
力
に
は

敵
し
難
く
日
高
川
に
没
し
去
る
と
い
ふ
筋
で
、
か
の
女
の
怨
念
が
今
に
祟
り
を
爲
す
と
い
ふ
趣
意
の
も
の
で
あ
る
。

道
成
寺
は
能
に
於
て
極
め
て
重
い
物
と
し
て
取
扱
は
れ
る
。
殊
に
其
の
鐘
入
前
の
亂
拍
子
の
處
を
至
難
の
技
と
し
て
あ
る
が
、
其
處
は
見

て
は
一
向
面
白
く
な
い
。
さ
う
し
て
何
で
そ
れ
を
亂
拍
子
と
稱
す
る
か
も
知
ら
れ
な
い
。
亂
と
い
つ
て
も
決
し
て
亂
れ
て
ゐ
る
の
で
な
く
、

伴
奏
器
は
小
鼓
一
挺
で
、
此
の
小
鼓
と
白
拍
子
の
踏
む
拍
子
と
が
、
し
つ
く
り
呼
吸
の
合
す
る
の
を
よ
い
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
凡
そ
世

に
い
ふ
雅
樂
に
も
亂
序
亂
聲
等
と
名
づ
く
る
所
は
あ
る
が
、
そ
こ
は
一
切
亂
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
私
は
か
う
考
へ
て
ゐ
る
。
か

の
楚
辭
の
離
騒
な
ど
に
見
え
て
ゐ
る
亂
と
同
意
で
あ
る
べ
く
、
註
に
理
也
と
あ
る
其
の
意
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
亂
聲
は
聲
は
理
め
て
整
へ
る

處
、
亂
序
は
序
破
急
の
序
の
部
に
於
け
る
理
聲
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
那
智
田
樂
な
ど
で
も
其
の
意
で
あ
つ
て
、
先
づ
笛
の
音
取
が
あ
り
、

次
に
さ
さ
ら
、
次
に
太
鼓
と
い
ふ
順
で
調
子
合
せ
を
す
る
。
た
つ
た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
亂
聲
と
稱
へ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
譯
で
亂
拍
子
は

白
拍
子
が
鐘
に
躍
入
る
爲
の
準
備
の
足
取
の
拍
子
で
あ
る
と
か
う
私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
さ
あ
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
が
三
十
分
以
上
も
類

似
な
動
作
を
繰
返
す
の
で
、
初
心
の
者
は
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
ふ
が
、
恐
ら
く
こ
ん
な
引
延
ば
し
細
工
は
徳
川
時
代
に
入
つ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
ら
ふ
。
能
が
今
の
如
く
悠
揚
味
と
典
麗
味
を
著
し
く
さ
れ
た
の
も
、
鳴
物
の
寸
法
が
や
か
ま
し
く
な
つ
た
の
も
、
元
禄
の
少
し
前
あ
た

り
か
ら
だ
ら
う
と
い
へ
ば
、
能
の
道
成
寺
に
も
此
の
頃
に
あ
ゝ
し
た
長
い
厄
介
な
亂
拍
子
が
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

道
成
寺
の
能
は
古
く
鐘
巻
と
稱
へ
た
。
此
の
名
の
上
か
ら
判
ず
れ
ば
後
日
譚
で
な
く
、
當
初
の
鐘
巻
取
殺
の
場
を
演
じ
て
見
せ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
は
れ
も
し
よ
う
が
、
そ
れ
で
は
餘
り
に
恐
ろ
し
さ
気
味
悪
さ
が
劇
場
内
に
漲
つ
て
、
觀
者
に
身
の
毛
を
堅
た
し
め
る
こ
と
に
な

る
べ
く
、
恐
ら
く
作
り
出
さ
れ
た
始
か
ら
後
日
譚
と
し
て
現
在
の
如
き
構
成
で
あ
つ
た
こ
と
と
思
ふ
。

道
成
寺
の
能
は
元
來
美
し
い
白
拍
子
が
諸
人
の
目
前
で
鐘
入
り
を
な
し
、
少
時
の
間
に
般
若
に
変
じ
て
出
る
黒
装
變
身
の
奇
伎
が
喜
ば
れ

た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
情
味
の
濃
や
か
な
奥
底
の
知
れ
な
い
と
い
ふ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
室
町
時
代
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に
は
さ
う
悦
ば
れ
な
か
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
、
能
の
大
成
者
た
る
世
阿
彌
の
記
録
に
も
、
他
の
能
の
書
に
も
一
向
見
え
て
ゐ
な
い
。
さ
う

し
て
其
の
作
成
さ
れ
た
時
代
も
作
者
も
明
瞭
で
な
い
。
今
普
通
の
能
樂
書
に
は
觀
阿
彌
の
作
の
や
う
に
あ
る
が
、
あ
れ
は
よ
い
加
減
な
書
に

よ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
大
永
四
年
に
吉
田
蔵
人
兼
持
が
、
安
東
典
廐
に
所
望
さ
れ
て
、
觀
世
彌
次
郎
長
俊
と
相
談
の
上
記
し
た
能
本

(

一

五

二

四

年)

作
者
註
文
に
は
、
随
分
よ
く
調
べ
て
、
作
者
と
作
典
を
擧
げ
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
作
者
不
分
明
の
部
に
鐘
巻
と
し
て
入
れ
て
あ
る
。
こ
れ

が
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
あ
る
と
思
ふ
。
但
作
成
さ
れ
た
時
代
は
不
明
で
も
、
作
出
の
動
機
は
次
の
如
く
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

正
平
十
四
年
に
鑄
た
道
成
寺
の
撞
鐘
は
間
も
な
く
野
外
へ
抛
棄
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
其
の
原
因
は
種
種
の
不
祥
事
が

(

一

三

五

九

年

)

あ
つ
て
と
い
ふ
だ
け
に
傳
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
が
、
あ
ゝ
し
た
い
や
な
傳
説
が
古
く
か
ら
あ
る
の
で
、
何
等
か
の
障
碍
が
涌
か
な
け
れ
ば
よ
い

が
と
諸
人
は
鑄
造
の
際
に
心
配
し
た
事
こ
と
あ
る
べ
く
、
次
い
で
又
祥
事
に
も
不
祥
事
に
も
解
し
得
る
事
が
起
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
を
不
祥

事
に
解
し
て
い
ひ
囃
し
た
果
て
は
、
衆
生
の
冥
妄
を
覺
醒
せ
し
む
べ
き
法
器
に
は
適
し
難
し
と
さ
れ
て
、
遂
に
棄
て
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

能
は
此
の
正
平
後
間
も
な
く
大
成
さ
れ
て
、
室
町
幕
府
の
中
世
以
降
は
之
を
保
存
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
當
時
は
ま
だ
熊
野
參
詣
の
道
者
が

多
く
、
西
国
三
十
三
番
の
順
禮
も
甚
だ
盛
ん
な
時
代
で
あ
つ
た
。
此
等
の
人
達
に
寺
の
裏
に
棄
て
て
あ
る
鐘
が
問
題
視
さ
れ
て
、
い
ろ

く

に
喧
傳
さ
れ
て
遂
に
都
に
も
傳
つ
た
の
で
、
道
成
寺
の
後
日
譚
と
し
て
、
寡
婦
を
娘
に
し
て
あ
ん
な
風
に
仕
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。

能
に
は
も
う
一
つ
現
在
道
成
寺
と
呼
ぶ
作
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
當
初
の
鐘
巻
取
殺
を
仕
組
ん
で
あ
つ
て
、
女
の
名
は
白
菊
、
や
は
り
寡
婦

で
な
く
娘
に
し
て
あ
る
が
、
ま
だ
清
姫
と
は
な
い
。
餘
程
近
代
味
の
勝
つ
た
も
の
で
、
寛
永
か
ら
元
禄
の
頃
迄
の
間
に
出
た
も
の
ら
し
く
、

(

一
六
二
四
〜
一
七
〇
三
年)

又
日
髙
川
と
題
す
る
作
が
あ
つ
て
、
毒
蛇
が
客
僧
に
祈
り
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
や
う
に
反
對
に
取
扱
つ
た
も
の
が
あ
る
。
果
た
し
て
こ
れ
が

演
ぜ
ら
れ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
も
こ
れ
の
あ
る
こ
と
だ
け
は
此
場
合
報
告
し
て
置
か
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
。

三
、
淨
瑠
璃
及
び
歌
舞
伎
劇
の
道
成
寺

和
歌
山
出
身
の
淨
瑠
璃
語
り
に
宇
治
嘉
太
夫
と
い
ふ
者
が
あ
つ
た
。
加
賀
椽
と
受
領
し
て
、
延
寶
か
ら
天
和
貞
享
元
禄
に
か
け
て
、
京
都

(

一

六

七

三

〜

一

七

〇

三

年

)

表
で
操
芝
居
の
地
を
語
つ
て
盛
名
を
博
し
た
人
で
あ
る
が
、
此
の
人
の
語
り
物
を
集
め
た
紫
竹
集
と
い
ふ
書
に
九
曲
と
稱
す
る
重
曲
が
あ
り
、

其
の
中
に
道
成
寺
と
い
ふ
一
段
物
が
あ
る
。
元
來
謡
ひ
の
名
人
で
あ
つ
た
と
云
へ
ば
道
成
寺
が
此
の
人
の
語
り
物
に
さ
れ
た
の
は
當
然
の
こ

と
と
い
ふ
べ
く
、
詞
章
は
能
の
筋
を
簡
約
に
し
た
迄
の
も
の
で
あ
る
。

加
賀
椽
を
壓
倒
し
て
大
阪
に
堅
固
な
操
座
を
興
し
た
も
の
は
竹
本
義
太
夫
で
あ
る
。
此
の
人
の
語
つ
た
用
明
天
皇
職
人
鑑
は
近
松
の
作
で
、

(

五
八
五
〜
八
七
年)
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道
成
寺
の
鐘
入
り
を
作
込
ん
で
あ
る
。
出
語
り
出
遣
り
の
始
と
し
て
評
判
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
寶
永
二
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
能
の
道
成
寺

(

一

七

〇

五

年)

の
鐘
入
り
前
の
亂
拍
子
が
あ
ん
な
風
に
大
成
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
此
の
少
し
前
あ
た
り
か
ら
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

元

禄

當

時
に
は
ま
だ
他
に
道
成
寺
を
詩
材
に
し
た
淨
瑠
璃
が
出
た
が
、
本
行
通
り
に
す
る
こ
と
は
遠
慮
し
た
時
代
と
て
、
松
の
葉
所

(

一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
年)

載
の
昆
布
道
成
寺
や
男
道
成
寺
の
如
く
に
し
て
、
男
道
成
寺
の
如
き
は
娘
を
男
に
し
、
鐘
入
り
を
蚊
屋
入
り
に
し
た
。
ふ
ざ
け
た
物
で
あ
る
。

こ
れ
等
は
ほ
ん
の
一
段
單
篇
物
で
あ
つ
て
五
段
七
段
か
ら
成
る
長
篇
の
浄
瑠
璃
と
し
て
は
寛
保
二
年
八
月
大
阪
豊
竹
座
の
道
成
寺
現
在
蛇
鱗

(

一

七

四

二

年)

が
古
く
、
此
の
中
に
始
め
て
清
姫
の
名
が
出
る
。
藤
原
百
川
が
山
部
王
の
擁
立
す
る
譚
へ
作
込
め
て
、
王
の
子
に
安
珍
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ

や
す
ひ
ろ

て
、
百
川
が
深
謀
を
見
破
ら
ぬ
手
段
の
爲
に
追
放
さ
れ
、
山
伏
姿
と
な
つ
て
安
珍
と
呼
び
、
熊
野
參
詣
の
途
中
眞
子
新
左
衛
門
の
妹
清
姫
と

あ
ん
ち
ん

契
る
こ
と
に
し
て
あ
る
。
此
の
作
が
後
年
近
松
半
二
に
よ
つ
て
日
髙
川
入
相
花
王
と
作
り
改
め
ら
れ
、
川
渡
り
の
場
だ
け
が
後
々
迄
演
ぜ
ら

れ
て
、
歌
舞
伎
で
も
人
形
振
で
や
る
に
は
や
つ
た
が
、
能
の
如
く
に
秘
曲
扱
に
さ
れ
る
も
の
で
は
無
い
。

歌
舞
伎
劇
で
は
元
禄
十
四
年
に
江
戸
の
森
田
座
で
演
じ
た
三
世
道
成
寺
が
一
番
古
い
。
庄
司
の
娘
白
菊
の
怨
念
が
三
世
に
わ
た
つ
て
、
祟

(

一

七

〇

一

年

)

を
な
す
と
い
ふ
を
御
家
騒
動
の
中
へ
か
ら
ま
せ
た
も
の
で
、
水
中
で
の
大
仕
合
ひ
を
見
せ
、
終
り
に
總
踊
を
見
せ
る
と
い
つ
た
至
極
ご
た

く
し
た
作
で
、
曲
技
を
見
せ
る
と
い
ふ
點
に
於
て
は
、
古
意
を
傳
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
京
阪
地
方
に
於
て
水
木
辰
之
助
や
榊

山
小
四
郎
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
た
と
い
ふ
が
、
委
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
や
ゝ
後
れ
て
は
世
に
い
ふ
上
方
唄
に
二
三
眞
面
目
な
道

成
寺
唄
が
出
た
。
出
て
も
そ
れ
は
一
世
に
耳
を
欹
た
し
め
る
も
の
で
な
か
つ
た
。

道
成
寺
が
今
世
人
の
耳
に
親
し
み
を
感
ぜ
せ
し
め
る
の
は
能
樂
の
そ
れ
の
爲
、
淨
瑠
璃
の
そ
れ
の
爲
と
い
ふ
よ
り
も
、
振
事
劇
と
し
て
即

ち
江
戸
長
唄
を
地
に
し
て
歌
舞
伎
劇
で
演
ぜ
ら
れ
た
結
果
だ
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
け
に
も
幾
種
か
あ
る
が
、
代
表
作
は

寶
暦
三
年
江
戸
の
中
村
座
で
始
め
て
演
ぜ
ら
れ
た
京
鹿
子
娘
道
成
寺
で
あ
る
。
こ
れ
に
關
し
て
説
明
を
爲
す
こ
と
は
度
々
之
を
見
ら
れ
た
方

(

一

七

三

三

年)

に
は
餘
計
な
こ
と
で
も
あ
ら
う
が
、
道
成
寺
藝
術
の
中
で
最
も
普
遍
性
に
富
ん
で
ゐ
な
が
ら
、
存
外
味
ふ
に
は
予
備
智
識
を
要
す
る
も
の
で

あ
る
。
よ
つ
て
演
劇
研
究
者
の
獨
り
よ
が
り
と
し
て
批
難
を
さ
れ
な
い
程
度
に
於
て
略
述
す
る
で
あ
ら
う
。

敷
舞
臺
、
正
面
上
下
と
も
紅
白
の
段
幕
を
張
り
、
處
々
に
櫻
の
立
木
、
日
覆
か
ら
三
重
に
枝
垂
櫻
の
鐘
枝
を
二
段
に
お
ろ
し
、
舞
臺
上
手

の
櫻
に
張
物
の
釣
鐘
を
吊
し
、
紅
白
な
ひ
交
ぜ
の
綱
を
下
手
の
櫻
の
木
に
つ
な
ぎ
、
下
手
い
つ
も
の
所
に
枝
折
戸
と
い
つ
た
や
う
な
舞
臺
装

置
や
、
甲
乙
二
人
の
同
宿
が
、
坊
主
鬘
に
鼠
の
着
附
、
黒
の
腰
衣
で
數
珠
と
中
啓
を
持
つ
て
と
い
ひ
、
又
白
拍
子
の
花
子
は
前
髪
へ
愛
嬌
毛

の
つ
い
て
ゐ
る
中
高
の
島
田
の
紫
の
紐
を
と
か
、
前
髪
へ
び
ら
り
帽
子
を
と
か
、
緋
縮
緬
へ
何
を
縫
つ
た
気
附
と
か
い
つ
た
や
う
な
こ
と
、

乃
至
は
赤
房
づ
き
の
扇
を
右
に
持
つ
て
胸
に
あ
て
、
左
の
袖
を
其
の
上
に
重
ね
て
、
科
を
し
乍
ら
出
て
來
て
、
ス
ッ
ポ
ン
即
ち
花
道
の
七
三

し
な

で
と
い
つ
た
や
う
な
服
装
や

科

に
關
す
る
こ
と
は
一
切
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。
さ
う
し
て
其
の
構
造
様
式
を
切
詰
め
て
い
へ
ば
、
京
鹿

し
ぐ
さ
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子
娘
道
成
寺
は
能
の
道
成
寺
の
前
半
を
な
す
處
の
白
拍
子
の
舞
を
見
せ
る
こ
と
を
主
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
へ
何
の
關
係
も
無
い
舞
踏
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
の
加
へ
方
は
實
に
亂
暴
を
極
め
、
い
は
ば
道
成
寺
の
名
を
借
り
て
勝
手
な
藝
づ
く
し
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

ざ
つ
と
い
へ
ば
文
句
も
所
作
も
七
段
に
別
れ
て
ゐ
る
が
、
必
ず
七
段
に
仕
組
む
必
要
が
あ
つ
た
も
の
で
も
な
く
、
從
前
は
五
段
で
あ
つ
た
も

の
を
此
の
京
鹿
子
の
時
に
七
段
に
増
大
せ
し
め
た
の
で
、
其
の
増
大
は
道
成
寺
説
話
に
何
の
關
係
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い
。
其
の
結
果
、

文
に
も
筋
に
も
統
合
を
缼
い
て
一
貫
し
た
趣
意
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
僅
か
に
起
首
の
一
段
と
終
の
鐘
入
と
に
ほ
ん
の
言
譯
迄
に
道
成
寺
劇

の
形
式
を
示
す
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

起
首
は
即
ち
出
端
で
、
義
太
夫
か
常
盤
津
か
の
淨
瑠
璃
の
間
に
白
拍
子
が
出
て
、
同
宿
た
ち
と
の
間
に
問
答
が
あ
り
、
烏
帽
子
を
つ
け
中

啓
を
取
つ
て
、
舞
の
構
に
な
り
、
長
唄
の
地
に
變
つ
て
第
一
段
に
入
る
の
で
あ
る
。

第
一
段
は
鐘
に
怨
の
所
で
、
金
箔
置
紫
紐
の
烏
帽
子
を
つ
け
、
中
啓
だ
け
を
持
物
に
し
て
舞
ふ
が
、
一
曲
中
最
も
む
づ
か
し
い
處
と
し
て

あ
る
。
第
二
段
は
い
は
ず
語
ら
ぬ
我
が
心
、
亂
れ
し
髪
の
亂
る
ゝ
も
、
つ
れ
な
い
は
唯
移
り
氣
な
と
男
女
の
惡
性
を
叙
し
て
あ
り
、
踊
り
手

は
兩
袖
を
揃
へ
て
右
へ
出
し
た
り
左
へ
出
し
た
り
、
袂
で
打
つ
眞
似
を
し
た
り
體
を
そ
ら
し
た
り
す
る
處
、
次
の
第
三
段
は
手
毬
の
段
で
あ

る
が
、
唄
の
文
句
は
諸
國
の
遊
里
づ
く
し
で
あ
る
。
次
の
第
四
段
は
最
も
華
麗
な
花
笠
の
段
で
、
梅
と
さ
ん

く
櫻
は
何
れ
兄
や
ら
弟
や
ら

と
い
ふ
唄
に
合
せ
て
、
赤
の
絹
張
に
金
の
縁
を
と
つ
た
笠
を
被
り
、
兩
手
に
同
一
の
笠
を
持
つ
て
踊
る
。
次
は
優
婉
を
以
て
秀
で
て
ゐ
る
戀

の
手
習
の
段
で
あ
る
が
、
唄
は
全
く
當
り
文
句
の
行
列
で
、
寄
木
細
工
と
い
ふ
評
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
濡
氣
澤
山
甘
味
た
つ
ぷ
り

の
間
に
、
當
代
子
女
を
し
て
陶
醉
氣
分
に
陥
ら
し
め
る
力
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
第
六
段
は
諸
國
国
の
山
づ
く
し
の
唄
に
合
せ
て
、

羯
鼓
を
打
つ
て
踊
る
の
で
、
山
づ
く
し
の
段
と
も
羯
鼓
の
段
と
も
よ
ぶ
。
次
が
鈴
太
鼓
を
持
つ
て
、
花
に
心
を
深
見
草
、
園
に
色
よ
く
咲
き

そ
め
て
と
い
ふ
唄
に
合
せ
て
踊
り
、
さ
て
キ
リ
に
入
つ
て
、
花
の
姿
の
亂
髪
思
へ
ば

く
恨
め
し
や
と
龍
頭
に
手
を
か
け
飛
ぶ
よ
と
見
え
し

が
、
ひ
つ
か
づ
い
て
ぞ
失
せ
に
け
る
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
同
宿
ど
も
の
浮
か
れ

く
た
引
上
げ
に
な
つ
て
、
歌
ふ
も
舞
ふ
も
法
の

聲
、
何
で
も
せ
い
ァ
何
で
も
せ
い
と
唄
ふ
と
、
ヤ
レ
來
い
や
い
と
銀
の
鱗
の
四
天
を
着
た
者
が
十
人
花
道
に
竝
び
鐘
の
中
が
怪
し
い
と
舞
臺

ヨ

テ

ン

へ
來
て
綱
を
曳
上
げ
る
と
、
中
か
ら
花
子
の
般
若
姿
、
白
地
へ
銀
の
鱗
の
着
附
、
緋
精
巧
の
長
袴
、
薄
衣
か
づ
き
紅
白
の
撞
木
を
持
つ
て
立

身
、
四
天
が
附
い
て
ま
は
つ
て
花
道
へ
か
か
る
と
大
太
鼓
、
向
ふ
揚
幕
か
ら
荒
藤
太
が
荒
事
の
約
束
通
り
の
鬘
隈
取
着
附
で
出
て
押
戻
し
、

花
子
は
實
に
も
た
へ
な
る
奇
特
か
や
と
い
ふ
唄
一
ぱ
い
に
鐘
へ
上
り
、
撞
木
を
持
つ
て
見
え
、
幕
。
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
演
ず
る
の
で
あ
る
。

即
ち
最
初
の
出
端
が
此
の
一
曲
の
序
、
踊
の
七
段
が
破
、
終
り
の
鐘
入
以
下
が
急
で
、
破
の
處
で
白
拍
子
に
扮
す
る
俳
優
の
踊
を
見
せ
る
の

が
主
で
あ
っ
た
。
當
然
の
こ
と
假
化
利
益
や
龍
女
成
佛
の
原
意
は
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
元
來
は
宗
教
説
話
で
あ
っ
た
も
の

が
、
能
以
來
娯
樂
本
位
の
も
の
に
代
つ
て
、
遂
に
は
何
の
信
仰
を
も
含
ま
な
い
も
の
と
變
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
徳
川
時
代
に
入
つ
て
、
劇
の
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筋
立
は
次
第
に
複
雜
と
な
り
、
果
て
は
合
作
の
風
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
至
つ
て
、
劇
一
曲
の
全
部
を
通
じ
て
演
ぜ
ず
、
當
り
場
だ
け
を
抜

い
て
興
行
す
る
こ
と
に
な
つ
て
、
觀
客
は
つ
い
に
劇
の
全
部
に
一
貫
せ
る
想
を
味
ふ
こ
と
な
く
、
單
に
優
人
の
特
技
を
見
る
こ
と
に
な
つ
た
。

す
な
は
ち
劇
を
見
ず
し
て
俳
優
を
見
る
こ
と
と
な
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
支
離
滅
裂
な
作
品
を
も
請
入
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、

不
統
一
と
か
滅
裂
と
か
に
於
て
は
京
鹿
子
は
ま
さ
に
其
の
標
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
又
我
が
國
民
は
彼
の
甚
深
微
妙
の
法
を
其
の
形
式
だ
け

に
於
て
、
乃
至
は
咀
嚙
し
易
き
淨
土
徃
生
と
い
つ
た
や
う
な
方
面
に
於
て
の
み
請
入
れ
た
が
如
く
、
此
の
宗
教
的
の
深
い
意
義
を
藏
す
る
説

話
に
對
し
て
も
、
次
第
に
甘
く
、
次
第
に
陽
氣
に
輕
快
に
、
全
く
以
て
娯
樂
本
位
に
改
造
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
ひ
と
り
道

成
寺
關
係
の
藝
術
の
止
ま
ら
ず
、
他
の
一
般
藝
術
の
上
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

明
治
維
新
後
の
變
革
は
邦
劇
や
邦
樂
の
上
に
も
及
ん
だ
が
、
音
藝
は
觀
衆
の
意
に
随
つ
て
、
遂
次
に
變
遷
す
る
も
の
で
、
他
の
建
築
の
如

(

一

八

六

八

年)

く
、
彫
刻
の
如
く
、
又
小
説
の
如
く
、
或
一
部
の
人
の
歡
迎
の
み
に
よ
つ
て
世
に
立
ち
得
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
其
の
情
勢
は
徐
々
に
變

じ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
邦
劇
と
邦
樂
に
對
し
て
は
政
府
は
放
任
政
策
を
と
り
、
國
民
は
黙
視
的
の
態
度
を
取
續
け
た
。
此
の
結
果
洋
劇
こ

と
に
洋
樂
は
次
第
に
榮
え
て
來
た
が
、
そ
れ
は
國
民
一
般
の
嗜
好
が
さ
う
な
つ
た
の
で
な
く
、
政
府
の
態
度
が
そ
れ
を
奬
勵
す
る
こ
と
に
な

つ
た
が
爲
に
、
少
年
青
年
に
そ
れ
の
み
理
會
し
、
ま
た
味
ひ
得
る
や
う
に
仕
向
け
た
が
爲
に
、
か
う
な
つ
た
の
で
あ
る
。
成
行
任
せ
に
す
る

も
の
、
殊
に
藝
術
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
の
上
に
懐
敗
と
亡
滅
と
は
免
る
べ
か
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
京
鹿
子
道
成
寺
に
し
て
も
、
九
代
目

團
十
郎
よ
り
奥
儀
を
傳
へ
た
今
の
六
代
目
菊
五
郎
以
外
に
は
本
當
に
踊
れ
る
者
が
無
い
。
二
三
十
年
後
に
此
の
道
成
寺
の
踊
は
果
し
て
見
ら

れ
る
で
あ
ら
う
か
。
道
成
寺
説
話
は
国
民
の
性
情
に
合
致
す
る
處
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
爲
に
過
去
に
於
て
化
導
の
材
と
な
り
、
戯
曲
の
材
と

な
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。
他
日
國
民
と
か
の
獨
自
と
い
ふ
こ
と
が
一
層
強
化
さ
れ
る
曉
に
は
、
他
の
詩
材
に
用
ひ
ら
れ
た
説
話
類
と
共
に
、

再
び
新
な
る
藝
術
化
の
下
に
新
し
く
作
り
出
さ
れ
る
で
も
あ
ら
う
が
、
我
等
は
完
成
さ
れ
た
過
去
藝
術
に
對
し
て
、
全
く
成
行
き
に
任
す
べ

き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
就
い
て
、
此
の
際
じ
つ
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。
か
の
能
樂
や
操
劇
な
ど
の
前
途
に
對
し
て
も
、
昭

和
の
御
代
に
何
等
か
の
方
案
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
も
し
も
よ
ろ
し
く
そ
れ
を
成
行
任
せ
に
す
べ
く
、
そ
れ
が
正
道
で
あ
る

こ
と
に
定
ま
つ
た
な
ら
、
後
人
が
之
を
研
究
す
る
に
適
す
る
や
う
な
記
録
、
出
來
得
べ
く
ん
ば
人
形
繪
畫
寫
眞
等
を
作
つ
て
詳
密
な
説
明
を

附
し
て
置
く
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

(

「
史
學
雑
誌
」
第
三
十
八
編

第
三
号
抜
刷)
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昭
和
廿
九
年
七
月
廿
四
日
寫
本
完
了
。
此
の
日
芝
口
常
楠
氏
と
道
成
寺
に
至
り
、
同
寺
所
藏
の
古
文
書
を
寫
す
。

(

一

九

五

四

年

)

こ
れ
編
纂
中
の
「
矢
田
村
誌
」
に
収
録
の
た
め
な
り
。

昭
和
廿
九
年
七
月
廿
四
日

清
水

長
一
郎

活
字
化
を
終
わ
っ
て

此
の
「
道
成
寺
藝
術
の
展
開
」
の
著
者
高
野
辰
之
氏(

明
治
九
年
〜
昭
和
二
十
二
年)

は
長
野
県
下
水
内
郡
永
田

(

一

八

七

六

年

)
(

一

九

四

七

年

)

村
（
現
中
野
市
永
江
）
出
身
の
国
文
学
者
、
作
詞
家
。
東
京
音
楽
学
校
教
授

等
。
号
は
斑
山
（
は
ん
ざ
ん
）
。

以
下
の
よ
う
な
文
部
省
編
尋
常
小
学
唱
歌
の
作
詞
者
で
あ
る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
。

「
故
郷
」
（
作
曲
：
岡
野
貞
一
）
・
「
朧
月
夜
」
（
作
曲
：
岡
野
貞
一
）
・
「
も
み
じ
」
（
作
曲
：
岡
野
貞
一
）
・

「
春
が
き
た
」
（
作
曲
：
岡
野
貞
一
）
・
「
春
の
小
川
」
（
作
曲
：
岡
野
貞
一
）
。

ま
た

大
正
十
四
年
に
『
宮
子
姫
和
讃
』
を
作
詞
し
、
前
道
成
寺
住
職
堀
田
廣
海
氏
が
作
曲
し
た
。

(

一

九

二

五

年

)

こ
の
『
道
成
寺
藝
術
の
展
開
』
は
何
時
発
表
さ
れ
た
も
の
か
写
本
に
は
記
載
が
な
か
っ
た
が
、
道
成
寺
に
問
い

合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
小
野
俊
成
院
代
さ
ま
よ
り
昭
和
三
年
と
回
答
を
戴
い
た
う
え
、
抜
刷
り
を
複
写
さ
せ
て
戴
き
、

筆
写
本
と
照
合
し
な
が
ら
校
正
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
一(

二
〇
〇
九)

年
四
月
十
八
日(

土)

清
水

章
博


