
本
居
大
平
が
『
恩
頼
図
』
の
な
か
で
、
養
父
宣
長
の
学
問
の
源
流

の
ひ
と
つ
と
し
て
「
ソ
ラ
イ
、
夕
サ
イ
、
東
カ
イ
」
ら
と
と
も
に
「
垂

加
」
、
す
な
わ
ち
山
崎
闇
斎
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
闇
斎
の
創
始
し
た
垂
加
神
道
と
宣
長
の
関

係
に
つ
い
て
、
ふ
た
つ
の
側
面
が
問
題
に
き
れ
て
き
た
。
ひ
と
つ
は

尊
王
論
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
前
の
研
究
は
こ
の
側
面
を

強
調
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
中
国
に
対
抗
す
る
日
本
中
心
主
義
、
な

か
で
も
天
皇
の
尊
厳
性
の
根
拠
と
な
る
太
陽
Ⅱ
天
照
大
神
Ⅱ
天
皇
の

三
位
一
体
的
な
考
え
方
は
、
村
岡
典
嗣
に
よ
れ
ば
、
垂
加
神
道
に
そ

宣
長
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
否
定
Ｉ
垂
加
神
道
と
宣
長
と
の
関
係
Ｉ

一

（
１
）

の
先
駆
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
皇
国
史
観
へ
の
反

動
か
ら
か
、
あ
る
い
は
余
り
に
自
明
な
事
柄
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

戦
後
の
宣
長
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
側
面
か
ら
の
論
及
は
そ
れ
ほ

（
２
）

ど
多
く
は
な
い
。

さ
ら
に
垂
加
神
道
と
宣
長
の
関
係
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
は
、
宣

長
が
「
か
の
垂
加
に
い
た
り
て
、
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
漢
意
の
雲
霧
、

（
３
）

ふ
か
く
立
み
ち
て
、
闇
の
夜
の
ご
と
」
（
『
天
祖
都
城
弁
弁
』
、
全
八
、
四
頁
）

し
と
説
く
よ
う
な
、
「
漢
意
」
批
判
の
対
象
と
し
て
の
垂
加
神
道
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
垂
加
神
道
は
陰
陽
五
行
の
「
理
」
に
よ
っ
て
「
神

典
」
を
曲
解
・
歪
曲
す
る
代
表
者
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
宣
長
学

の
本
質
を
文
献
学
と
規
定
す
る
立
場
か
ら
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
者
自
身
が
宣
長
の
視
線
に

前
田
勉

'39 宣長における「心だに」の論理の否定



制
約
さ
れ
た
一
面
的
な
批
判
で
は
な
く
、
垂
加
神
道
と
宣
長
と
を
相

対
化
す
る
神
話
解
釈
学
の
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
と
ら
え
直
そ
う

（
４
）

と
す
る
Ｈ
・
オ
ー
ム
ス
の
よ
う
な
研
究
も
生
ま
れ
て
い
る
が
、
戦
後

の
宣
長
研
究
は
主
と
し
て
こ
の
垂
加
神
道
と
の
非
連
続
面
を
論
じ
て

き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
も
ま
た
「
漢
意
」
批
判
の
視
点
か
ら
、
垂
加
神
道
と
宣
長
の

関
係
を
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
宣
長
の
「
漢

意
」
批
判
を
儒
教
的
な
「
合
理
主
義
」
あ
る
い
は
「
形
式
的
規
範
主

義
」
に
対
す
る
反
発
と
し
て
総
体
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
も

っ
と
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宣
長
が
「
道
」
を

論
じ
た
『
直
毘
霊
』
の
な
か
で
批
判
す
る
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
。

（
天
皇
と
同
様
に
Ｉ
筆
者
注
）
下
な
る
人
ど
も
も
、
事
に
ふ
れ
て

は
、
福
を
求
む
と
、
善
神
に
こ
ひ
ね
ぎ
、
禍
を
の
が
れ
む
と
、

悪
神
を
も
和
め
祭
り
、
又
た
ま
た
ま
身
に
罪
稜
も
あ
れ
ば
、
祓

清
む
る
な
ど
、
み
な
人
の
情
に
し
て
、
か
な
ら
ず
有
べ
き
わ
ざ

な
り
。
然
る
を
、
心
だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
、
な
ど

云
め
る
す
ぢ
は
、
仏
の
教
へ
儒
の
見
に
こ
そ
、
さ
る
こ
と
も
あ

ら
め
、
神
の
道
に
は
、
甚
く
そ
む
け
り
。
又
異
国
に
は
、
神
を

祭
る
に
も
、
た
だ
理
を
先
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
議
論
あ
り
。
淫

祀
な
ど
云
て
、
い
ま
し
む
る
こ
と
も
あ
る
。
み
な
さ
か
し
ら
な

、
Ⅷ
ノ
○

（
『
直
毘
霊
』
、
全
九
、
六
一
頁
）

こ
こ
で
宣
長
は
、
人
間
が
「
福
を
求
」
め
た
り
「
禍
を
の
が
れ
」

よ
う
と
し
て
善
神
や
悪
神
に
祈
願
す
る
こ
と
を
「
人
の
情
」
と
し
て

当
然
の
こ
と
だ
と
認
め
た
上
で
、
そ
う
し
た
神
々
に
直
接
に
救
い
を

求
め
よ
う
と
せ
ず
に
、
ま
ず
自
己
の
心
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
「
心

だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
」
と
い
う
考
え
方
を
儒
仏
の
「
さ

か
し
ら
」
だ
と
批
判
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
「
心
だ
に
」
と

は

心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば

い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん

と
い
う
歌
で
、
北
野
天
神
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
の
歌
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
後
に
示
す
よ
う
に
近
世
日
本
の
人
々
の
間

で
愛
調
さ
れ
、
「
心
」
「
誠
」
（
こ
れ
は
し
ば
し
ば
「
正
直
」
と
読
み
か
え
ら

れ
る
）
「
神
」
の
三
者
の
関
係
を
端
的
に
表
現
し
た
道
歌
と
し
て
広

く
浸
透
し
て
い
た
。
本
稿
が
問
題
に
す
る
垂
加
神
道
に
お
い
て
も
、

そ
の
例
外
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
そ
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
闇
斎
の
霊
社
号
で
あ
る
「
垂
加
」
の

号
は
、
ま
さ
に
こ
の
歌
に
表
れ
て
い
る
「
心
」
「
誠
」
「
神
」
の
連
続

的
な
考
え
に
よ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
垂
加
」
の
語

は
神
道
五
部
書
の
ひ
と
つ
『
倭
姫
命
世
記
』
の
な
か
の
「
神
垂
以
二

祈
祷
一
為
し
先
、
冥
加
以
二
正
直
一
為
し
本
」
と
い
う
一
節
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
こ
れ
と
北
野
天
神
の
歌
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
資
料
が
、
垂
加
神
道
家

伴
部
安
崇
の
『
神
道
初
伝
口
授
』
で
あ
る
。
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「
誠
」
「
正
直
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
「
心
」
と
「
神
」

は
通
じ
合
う
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
天
人
唯
一
を
説
い
て
、
自
己
の

「
心
」
を
生
き
な
が
ら
「
神
」
に
ま
で
祭
り
上
げ
た
、
あ
の
闇
斎
の

異
様
な
生
祀
の
思
想
の
基
底
を
な
し
て
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
と

こ
ろ
が
宣
長
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
心
だ
に
」
の
歌
こ
そ
が
闇

斎
を
初
め
と
す
る
「
宋
儒
」
の
誤
り
な
の
で
あ
る
。
「
心
だ
に
誠
の

道
に
か
な
ひ
な
ば
と
い
ふ
歌
を
、
儒
仏
の
意
也
と
余
が
い
へ
る
、
儒

は
、
宋
儒
の
た
ぐ
ひ
を
指
也
・
」
（
『
く
ず
花
』
巻
下
、
全
八
、
一
七
四
頁
）
。

こ
の
『
く
ず
花
』
を
批
判
を
し
た
沼
田
順
義
の
『
級
長
戸
風
』
に
、

「
そ
れ
神
の
道
は
、
己
々
が
性
に
ふ
く
め
る
天
津
理
の
ま
に
ま
に
行

ふ
こ
と
を
を
し
ふ
る
な
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
誠
の
道
な
り
。
神
の
善
事

神
の
垂
と
は
、
神
の
御
恵
み
の
下
る
こ
と
な
り
。
神
は
恵
ま
せ

玉
へ
ど
も
、
人
の
方
よ
り
祈
ら
ぬ
者
に
は
便
な
し
。
ね
ぎ
ご
と

は
祈
り
也
。
祈
る
心
は
誠
な
れ
ば
、
神
の
恵
が
し
で
か
か
り
下

る
こ
と
な
り
。
冥
加
と
は
、
神
慮
を
冥
と
云
。
神
盧
に
叶
こ
と

な
り
。
正
直
に
さ
へ
あ
れ
ば
神
盧
に
合
と
の
意
な
り
。
垂
加
霊

社
と
云
も
、
此
文
字
を
用
玉
ふ
。
神
垂
祈
祷
、
冥
加
正
直
の
八

字
を
一
生
是
を
守
て
志
ま
じ
と
御
誓
も
あ
り
。
さ
て
北
野
天
神

の
御
歌
に
、
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
と
読
玉
ふ
を
、
会
津

の
士
津
霊
神
説
せ
玉
ひ
て
、
祈
ら
ば
猶
更
守
り
玉
は
ん
と
宣
ふ
。

可
レ
尊
こ
と
な
り
。
世
俗
は
あ
し
く
読
て
、
祈
ら
ず
に
す
む
と

（
５
）

云
は
、
甚
心
得
そ
こ
な
ひ
た
る
も
の
也
。

ぞ
と
て
、
の
り
ご
ち
給
へ
る
ま
こ
と
の
道
に
だ
に
か
な
ひ
な
ぱ
、
神

も
め
で
き
せ
給
ふ
め
れ
ば
、
い
の
ら
じ
と
て
も
ま
も
ら
せ
給
ふ
ら
ん
。

ま
ひ
て
誠
心
多
か
る
上
に
祈
請
輩
を
や
、
利
を
も
給
ふ
め
り
と
い
へ

（
６
）

る
ぞ
御
歌
の
心
な
る
」
（
『
級
長
戸
風
』
巻
下
）
と
あ
る
よ
う
な
、
「
神

の
道
」
を
人
間
の
本
性
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
言
説
を
み
る
と
き
、

た
し
か
に
宣
長
の
批
判
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
宋
儒
」
的
な
論
理
を
も
つ

「
心
だ
に
」
の
歌
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
の
「
漢
意
」

批
判
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
宣
長
研
究
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
光

を
あ
て
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
心
だ
に
」
の
歌
は
す
で
に
室
町
時
代
の
謡
曲
の
な

か
に
見
え
て
い
る
が
（
た
と
え
ば
世
阿
弥
『
班
女
』
）
、
そ
れ
が
北
野
天

神
菅
原
道
真
の
歌
と
見
な
さ
れ
て
、
近
世
日
本
の
人
々
の
な
か
に
広

ま
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
鴨
長
明
の
作
と
さ
れ
る
『
歌

（
７
）

林
四
季
物
語
』
（
貞
享
三
年
刊
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
思
う
に
、
こ
の
道

歌
は
中
世
神
道
以
来
の
「
正
直
」
を
媒
介
と
す
る
人
間
と
神
の
関
係

を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
垂
加
」
の
語
の
も
と
に
な

っ
た
先
の
『
倭
姫
命
世
記
』
の
一
節
の
ほ
か
に
も
、
垂
加
神
道
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
忌
部
正
通
『
神
代
巻
口
訣
』
に
は
、
「
神
者
無
し

一
一
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（
８
）

形
有
レ
化
、
而
以
二
正
直
一
為
し
社
、
故
正
直
所
必
有
し
神
」
（
巻
一
、
谷

川
士
情
『
日
本
書
紀
通
証
』
巻
一
所
引
）
と
あ
り
、
ま
た
慈
遍
『
旧
事
本

（
９
）

紀
玄
義
』
に
も
、
「
心
正
直
自
拝
二
浄
神
匡
（
巻
三
、
『
日
本
書
紀
通
証
』

巻
一
所
引
）
と
あ
る
。
正
直
な
心
で
あ
れ
ば
神
に
通
じ
る
、
さ
ら
に

一
歩
す
す
め
て
、
心
さ
え
正
直
で
あ
れ
ば
神
は
祈
ら
な
く
て
も
助
け

て
く
れ
る
と
い
う
、
こ
の
「
心
だ
に
」
の
歌
が
近
世
日
本
に
広
ま
っ

た
理
由
は
、
何
よ
り
こ
の
「
正
直
」
「
誠
」
と
い
う
道
徳
的
な
あ
り

方
を
通
路
に
し
て
人
間
の
心
と
神
と
を
直
裁
に
結
び
つ
け
る
考
え
方

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
北
野
天
神
と
い
う
神
自
身
の
言
葉
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
以
後
、
こ
の
「
心
だ
に
」
の
歌
に
示
さ
れ
て

い
る
人
間
と
神
の
関
係
の
仕
方
を
、
本
稿
で
は
「
心
だ
に
」
の
論
理
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
）
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
近
世
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
「
心

だ
に
」
の
歌
が
儒
教
と
神
道
と
を
連
結
す
る
媒
介
を
果
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
儒
一
致
の
先
鞭
を
つ
け
た
、
藤
原
慢
窩
の

著
作
と
さ
れ
る
『
仮
名
性
理
』
（
寛
文
七
～
九
年
頃
成
）
の
な
か
に
す

で
に
、
こ
の
歌
が
引
か
れ
て
い
た
。

神
道
に
は
正
直
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
、
万
民
を
あ
は
れ
む
を
極

意
と
す
る
な
り
。
上
一
人
正
直
な
れ
ば
、
下
万
民
す
ぐ
な
る
も

の
な
り
。
上
一
人
欲
ふ
か
け
れ
ば
、
下
万
民
上
の
ご
と
く
な
る

も
の
な
り
。
「
心
だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
、
い
の
ら

ず
と
て
も
神
や
ま
ぽ
ら
ん
」
・
誠
儂
道
と
は
天
道
の
ま
こ
と
な
り
。

か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と
云
歌
を
、
あ
し
く

心
得
て
口
に
し
き
。
誠
の
道
に
か
な
ひ
た
る
か
ほ
す
る
は
甚
僻
事
な

り
。
誠
の
道
に
か
な
ひ
た
る
人
は
聖
人
な
り
。
か
る
が
る
し
く
お
も

神
仏
に
金
銀
を
し
ん
上
し
て
我
身
の
う
へ
祈
事
、
お
ろ
か
な
る

こ
と
の
第
一
な
り
。
人
さ
へ
す
こ
し
道
の
心
有
も
の
は
、
邪
な

る
ま
い
な
ひ
を
う
け
ず
、
悪
人
に
ち
か
ず
か
ず
。
ま
し
て
民
を

く
る
し
め
、
被
官
一
類
を
か
つ
え
に
を
よ
ば
せ
て
、
神
仏
に
音

信
申
た
る
と
て
う
け
給
は
ん
や
。
そ
の
身
正
直
に
し
て
慈
悲
を

（
い
）

人
に
施
ぬ
れ
ば
、
祈
れ
ど
も
神
は
ま
も
り
給
ふ
な
り
。

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
「
金
銀
」
の
よ
う
な
現
世
利
益
を
求
め
て

神
仏
に
祈
願
す
る
当
世
の
人
々
の
「
欲
」
に
対
し
て
、
道
徳
的
な
「
誠
」

や
「
正
直
」
の
重
要
性
を
説
く
文
脈
で
、
し
ば
し
ば
こ
の
「
心
だ
に
」

の
歌
は
近
世
日
本
の
書
物
に
引
照
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
管
見
に
入
っ
た
資
料
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
問
日
、

祭
と
祈
と
の
分
あ
る
事
は
聞
ぬ
。
但
祈
て
其
し
る
し
あ
る
も
あ
り
、

又
何
の
し
る
し
な
き
も
あ
る
は
い
か
に
。
答
日
、
神
の
祈
を
う
け
た

ま
ふ
と
、
請
た
ま
は
ざ
る
は
其
人
の
誠
と
不
し
誠
と
に
あ
る
事
な
り
。

誠
に
神
に
祈
に
其
し
る
し
な
き
と
お
も
ふ
と
も
、
身
に
か
へ
り
て
自

の
誠
い
ま
だ
い
た
ら
ざ
る
と
お
も
ふ
く
し
。
ゆ
め
ゆ
め
神
を
怨
む
る

事
な
か
れ
。
是
神
道
也
。
武
王
は
聖
人
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
、
御
病

脳
の
時
に
周
公
祈
給
ふ
ぞ
か
し
。
末
代
の
凡
夫
の
、
を
か
せ
る
過
も

末
代
の
凡
夫
の
、
坐

な
き
も
の
が
ほ
に
て
、
神
に
い
の
る
事
も
な
く
、
心
だ
に
誠
の
道
に
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香
は
禅
心
に
生
」
（
是
両
部
習
合
の
心
な
り
。
）
「
心
だ
に
誠
の
道
に
か
な

ふ
く
か
ら
ず
。
其
上
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
、
ま
し
て
い

（
皿
）

の
ら
ば
猶
ま
も
ら
ん
と
云
心
、
詞
の
外
に
あ
る
を
や
・
」
（
度
会
延
佳
『
陽

復
記
』
、
慶
安
三
年
成
）
。
「
菅
原
の
神
霊
の
御
詠
「
花
は
合
掌
に
開

ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
む
」
（
此
は
理
当
心
地
の
至
誠
感
格

（
吃
）

な
り
。
）
」
（
増
穂
残
口
『
神
国
加
魔
祓
』
巻
人
、
享
保
三
年
刊
）
。
「
人
よ
く

心
の
清
浄
を
極
め
、
人
欲
の
稜
を
去
時
は
、
我
が
心
体
の
天
理
を
全

し
て
神
の
お
し
へ
に
背
く
こ
と
な
く
、
身
を
守
る
べ
し
。
是
を
神
の

応
護
と
い
ふ
。
我
が
一
僕
と
い
へ
ど
も
、
主
人
の
命
を
守
る
時
は
、

求
め
ず
し
て
自
然
に
賞
あ
り
。
主
人
の
命
を
背
く
時
は
忽
に
罰
あ
り
。

如
在
一
者
、
玉
帛
ヲ
シ
モ
云
ン
ャ
乎
、
拝
趨
云
乎
。

（
Ｍ
）

尽
突
。
」
（
谷
川
士
清
『
鋸
屑
證
』
、
寛
延
元
年
成
）
。
．

噸

「「

天
神
の
御
歌
な
り
と
て
、
心
だ
に
ま
こ
と
の
み
ち
に
か
な
ひ
な
ぱ
い

叶
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」
と
の
教
の
吾
は
、
「
丘
之

祷
久
美
」
と
い
ふ
孔
子
の
詞
に
符
合
せ
り
。
人
は
天
地
の
霊
な
れ
ど

も
、
私
の
雲
に
覆
れ
、
人
欲
の
雨
風
は
げ
し
き
故
、
災
を
生
じ
病
を

生
ず
。
事
に
臨
で
祈
と
い
ふ
は
、
人
欲
の
私
を
し
り
ぞ
け
、
浮
雲
を

；
章澱僕
ヲ喝雷
シ夫節ず
姜誠一､ と
幸莫蓋看

鑑蕊
一 oのん

悪責象、

菫篝蕊亦
菫毒襄婁芙蓉で唇

、

の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
誠
の
み
ち
す
な
は
ち
神
道
に
て
候
・
」

侯
斎
樗
山
『
英
雄
軍
談
』
巻
三
、
享
保
二
十
年
刊
）
。
「
心
だ
に
誠
の
道
に

心
だ
に
誠
の
道
に

へ

13
…

（
脂
）

払
て
清
天
を
望
む
、
こ
れ
一
心
の
誠
よ
り
、
其
本
に
か
へ
る
な
り
・
」

（
平
賀
源
内
『
根
無
草
後
編
』
巻
五
、
明
和
六
年
刊
）
。
「
神
仏
に
詣
で
て
、

只
諸
願
成
就
と
口
に
唱
へ
た
る
ま
で
に
て
、
其
願
心
の
通
身
に
つ
と

め
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
仏
の
前
に
偽
事
を
い
ふ
て
出
る
が
如
し
。
た

て

と
ひ
鉄
丸
は
く
ひ
給
ふ
と
も
、
其
伝
は
く
ひ
給
ふ
べ
き
や
。
た
と
へ

ば
願
と
い
ふ
は
己
が
こ
け
て
を
き
が
た
き
に
、
人
に
お
こ
し
て
た
べ

と
い
ふ
時
、
人
を
こ
し
て
く
る
る
、
己
も
お
き
ん
と
、
互
の
力
に
て

こ
そ
を
き
る
な
れ
。
い
か
に
大
慈
大
悲
の
神
仏
な
れ
ば
と
て
、
起
し

て
た
べ
と
願
か
け
て
、
己
は
死
身
に
成
て
ぶ
ら
さ
が
ら
ぱ
、
お
こ
さ

れ
そ
ふ
な
も
の
か
。
虫
強
き
神
仏
も
是
は
た
ま
ら
ぬ
と
、
手
を
離
し

給
は
ん
は
必
定
成
る
べ
し
。
其
時
思
ひ
当
る
を
、
罰
あ
た
り
と
い
ふ

也
。
神
仏
の
冥
罰
お
そ
る
べ
し
。
北
野
聖
廟
の
御
神
詠
に
心
だ
に
誠

の
道
に
叶
ひ
な
ぱ
、
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
仰
で
と
ふ
と
ぶ
べ

（
略
）し

。
」
（
手
島
堵
庵
『
為
学
玉
箒
後
篇
』
巻
中
、
文
化
五
年
刊
）
。

自
己
の
心
が
「
誠
」
「
正
直
」
で
あ
れ
ば
、
殊
更
に
求
め
な
く
て
も
、

願
い
は
き
っ
と
「
神
」
に
通
じ
る
、
ま
ず
大
事
な
の
は
「
人
欲
の
横
」

「
人
欲
の
雨
風
」
と
い
っ
た
心
の
稜
れ
を
去
っ
て
、
心
を
清
浄
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
宣
長
と
同
時
代
の

谷
川
士
清
の
よ
う
な
垂
加
神
道
家
に
限
ら
ず
、
広
く
近
世
日
本
の

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
心
だ
に
」
の
論
理
は
人
間
の

心
の
「
誠
」
「
正
直
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
へ
の
「
い
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そ
こ
で
宣
長
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
へ
の
批
判
を
考
え
る

前
提
と
し
て
、
ま
ず
垂
加
神
道
の
歌
論
を
見
て
お
こ
う
。
と
い
う
の

は
、
こ
れ
ま
で
垂
加
神
道
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
神
道
論
の
側

面
か
ら
専
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
垂
加
神
道
の
歌
論
も
ま
た

の
り
」
自
体
を
蔑
ろ
に
さ
せ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
実
在
を
信
じ
、
そ
れ
へ
の
畏
敬
を
求
め
よ

う
と
す
る
神
道
家
た
ち
に
と
っ
て
、
実
は
自
己
の
立
脚
点
を
揺
る
が

し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
伴
部
安
崇
の
「
世
俗
は

あ
し
く
読
て
、
祈
ら
ず
に
す
む
と
云
は
、
甚
心
得
そ
こ
な
ひ
た
る
も

の
也
」
（
前
出
）
、
あ
る
い
は
度
会
延
佳
の
「
神
に
い
の
る
事
も
な
く
、

心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と

云
歌
を
、
あ
し
く
心
得
て
口
に
し
き
」
（
前
出
）
と
い
う
言
説
は
そ
れ

を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
宣
長
の
批
判
は
、
こ
う
し

た
心
の
「
誠
」
を
説
き
つ
つ
も
、
な
お
一
方
で
神
へ
の
「
い
の
り
」

を
求
め
る
神
道
家
の
矛
盾
を
、
人
間
は
心
を
「
誠
」
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
神
に
通
じ
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
突
破
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

宣
長
が
こ
の
「
心
だ
に
」
の
論
理
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
っ
た

の
か
を
た
ど
り
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

一
一
一

問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
面
が
看
過
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
の
歌
道
論
と
神
道
論
（
古
道
論
）
の
関

係
も
ま
た
別
個
に
切
り
離
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

も
か
く
も
、
そ
こ
で
は
、
意
外
な
感
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
単

純
な
道
学
的
な
勧
善
懲
悪
論
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
雅
筵
酔
狂
集
』
（
享
保
十
六
年
刊
）
と
い

う
狂
歌
集
を
も
つ
闇
斎
の
直
弟
子
正
親
町
公
通
の
次
の
よ
う
な
論
を

見
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
は
六
歌
仙
の
一
人
僧
正
遍
昭
に
対
す
る
「
歌

の
さ
ま
は
得
た
れ
ど
も
ま
こ
と
す
ぐ
な
し
」
（
『
古
今
集
』
序
）
の
評
価

に
関
わ
っ
て
い
る
。

神
代
巻
で
は
、
和
歌
の
神
と
云
事
は
な
し
。
さ
り
な
が
ら
浮
橋

の
段
、
あ
な
に
ゑ
や
の
御
詞
を
始
と
す
る
也
。
和
歌
の
極
々
の

所
は
、
宗
祇
抄
に
も
あ
る
通
り
。
順
徳
院
の
俊
成
に
、
古
今
六

歌
仙
の
中
に
、
誰
が
勝
た
り
と
勅
問
有
し
に
、
花
山
の
僧
正
は

歌
の
さ
ま
は
え
た
れ
ど
も
、
ま
こ
と
少
し
と
あ
り
。
歌
は
心
の

誠
を
本
に
す
る
事
な
る
に
、
何
と
て
僧
正
を
第
一
と
は
申
ぞ
と

有
し
に
、
俊
成
の
、
そ
こ
が
勝
れ
た
り
と
也
。
是
至
極
の
義
也
。

是
迄
は
知
る
人
も
あ
れ
ど
、
此
上
を
知
る
人
な
し
。
さ
れ
ば
誠

の
な
い
が
歌
か
と
云
ば
左
に
非
ず
。
桜
を
雲
と
見
る
は
、
桜
と

見
て
雲
と
見
る
に
非
ず
、
紅
葉
を
紅
葉
と
見
て
錦
と
見
る
に
も

非
ず
。
さ
れ
ば
古
今
の
序
に
、
秋
の
ゆ
ふ
く
、
立
田
川
に
な
が

る
る
紅
葉
を
ば
、
帝
の
を
を
ん
目
に
錦
と
見
玉
ひ
、
春
の
あ
し
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た
、
吉
野
の
山
の
桜
は
、
人
丸
が
心
に
は
雲
と
の
み
な
ん
を
ぼ

へ
け
る
と
あ
り
。
桜
を
雲
雪
と
見
る
は
後
の
事
な
り
。
和
歌
は

恋
慕
の
情
出
る
が
恋
の
情
也
。
そ
こ
で
好
色
は
悪
と
思
ふ
は
後

の
事
也
。
業
平
は
此
伝
を
見
そ
こ
な
ひ
て
好
色
に
流
し
也
。
此

（
Ⅳ
）

す
ぢ
で
花
山
僧
正
を
勝
れ
た
り
と
い
へ
り
。

（
『
正
親
町
公
通
卿
口
訣
』
、
享
保
三
年
成
）

公
通
は
「
和
歌
は
恋
慕
の
情
出
る
が
恋
の
情
也
」
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
、
「
好
色
は
悪
と
思
ふ
は
後
の
事
」
で
あ
っ
て
、
僧
侶
の
恋

も
そ
の
心
情
の
「
誠
」
か
ら
遠
盧
が
ち
に
で
は
あ
る
が
、
容
認
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
享
保
期
の
垂
加
神
道
の
中
心
人
物
で
あ
る
玉

木
正
英
が
公
通
か
ら
伝
授
さ
れ
た
「
和
歌
極
秘
伝
」
に
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
。
「
心
ノ
マ
コ
ト
ヲ
云
ス
ト
云
フ
マ
コ
ト
ハ
、
情
ノ
字
ノ

マ
コ
ト
ノ
気
味
也
。
実
ノ
字
ノ
マ
コ
ト
ノ
コ
ト
ニ
非
ス
。
価
テ
実
ハ

ス
ク
ナ
シ
ト
ハ
云
タ
コ
ト
ソ
。
ズ
ッ
ト
心
二
浮
出
タ
ル
ナ
リ
ノ
マ
コ

（
肥
）

ト
ヲ
ョ
ム
コ
ト
ソ
。
安
排
シ
テ
ョ
ミ
出
ス
コ
ト
ニ
ハ
非
ス
」
（
『
自
従

抄
講
習
記
』
）
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
歌
の
詠
み
手
の
心
情
の

「
誠
」
を
容
認
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
「
神
」
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
玉
木
正
英
は
垂
加
神
道
の
秘
伝
を
集
め
た
『
玉
籔
集
』

（
享
保
十
年
頃
成
）
の
な
か
で
、
「
歌
は
情
を
種
と
し
て
、
何
と
な
り
と

も
情
に
浮
び
た
る
事
を
、
ま
す
ぐ
に
詞
に
述
る
が
歌
也
」
と
述
べ
、

「
恋
の
歌
は
殊
に
情
を
深
述
る
者
也
、
歌
は
感
情
あ
る
所
を
第
一
と

す
る
也
、
感
情
な
き
は
歌
に
非
ず
」
と
恋
の
歌
を
容
認
し
た
上
で
、

「
扱
何
に
て
も
情
に
浮
む
こ
と
を
、
ま
す
ぐ
に
言
葉
に
出
す
は
祓
也
。

（
旧
）

住
吉
三
神
は
、
祓
の
時
に
心
化
し
玉
ふ
神
也
」
（
『
玉
籔
集
』
巻
四
）
と

祓
え
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
垂
加
神
道

で
は
、
祓
え
や
祝
詞
・
祈
祷
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、

心
の
「
誠
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

祈
祷
申
し
て
と
は
、
の
み
は
呑
込
、
心
源
に
入
る
也
。
い
の
る

は
言
宣
る
也
。
心
中
に
湛
た
る
誠
を
有
の
儘
に
言
葉
に
宣
る
也
・

祈
祷
は
様
々
式
法
あ
れ
ど
も
、
畢
寛
誠
の
感
通
す
る
所
に
し
て
、

祈
祷
成
就
す
る
こ
と
也
。
式
法
に
泥
む
く
か
ら
ず
、
又
古
き
式

法
を
背
く
べ
か
ら
ず
。
至
誠
を
以
祈
る
べ
し
。
一
毫
も
私
意
疑

（
別
）

心
あ
れ
ば
、
曾
感
通
元
き
也
・
（
『
玉
鍍
集
』
巻
四

祈
祷
す
る
者
の
心
が
誠
で
あ
れ
ば
、
神
に
感
通
す
る
、
ま
さ
に
こ

の
神
に
感
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
誠
の
心
情
は
容
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
垂
加
神
道
に
お
い
て
は
、
こ
の
心
の
誠
に
感

通
す
る
神
は
、
単
な
る
言
葉
の
修
飾
や
比
嶮
の
類
い
で
は
な
く
、
実

（
皿
）

在
す
る
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
垂
加

神
道
に
は
「
菊
理
媛
之
伝
」
や
「
虚
空
彦
之
伝
」
と
い
う
秘
伝
が
あ

（
犯
）

る
が
、
そ
れ
は
「
菊
理
媛
則
清
明
本
心
、
所
二
感
格
一
之
神
」
（
『
日
本

書
紀
通
証
』
巻
三
、
宝
暦
十
二
年
刊
）
と
あ
る
よ
う
に
、
祭
主
が
神
を
勧

請
す
る
際
に
「
清
明
本
心
」
で
あ
れ
ば
来
格
す
る
神
で
あ
り
、
「
其

（
羽
）

形
を
現
す
る
も
の
」
（
『
玉
籔
集
』
巻
四
、
菊
理
媛
之
伝
）
、
「
形
を
現
し
玉

ひ
、
有
か
と
す
れ
ば
忽
な
く
、
目
恥
く
し
て
見
定
難
」
（
同
右
、
虚
空
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（
型
）

で
は
、
宣
長
は
こ
の
当
世
の
歌
道
論
や
神
道
論
の
奥
深
く
ま
で
規

定
し
て
い
た
「
心
だ
に
」
の
論
理
を
い
か
に
否
定
し
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
宣
長
は
こ
れ
を
歌
道
論
か
ら
始
め
た
こ
と
に
、
ま
ず
も
っ

て
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宣
長
の
最
初
の
歌
論
害
『
排
蘆
小

船
』
（
宝
暦
九
年
頃
成
）
の
段
階
は
、
思
う
に
「
心
だ
に
」
の
論
理
の

枠
組
み
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
苦
闘
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
現
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
実
情
論
で
あ
る
。
宣
長
は
歌
の
実
習

に
お
い
て
、
「
心
」
と
と
も
に
「
訶
」
を
重
視
す
る
。
彼
は
詞
を
整

え
て
よ
い
歌
を
詠
も
う
と
す
る
意
識
も
ま
た
「
実
」
で
あ
る
と
と
ら

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
調
停
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
子
安
宣
邦
氏
に
よ
れ
ば
、
実
情
概
念
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
理
論

（
溺
）

展
開
の
上
で
難
渋
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
実
情
論
を
、
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
基
本
と
な
る
神
と
人
間

と
の
関
係
如
何
と
い
う
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
は
歌
の
詠

み
手
の
「
実
」
に
よ
っ
て
（
「
心
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
詞
」
を
不
可
欠
に

彦
之
伝
）
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
心
を
誠
に
す
れ
ば
、
実

在
す
る
神
に
通
じ
る
の
だ
と
い
う
「
心
だ
に
」
の
論
理
が
、
垂
加
神

道
で
は
神
へ
の
祈
祷
ば
か
り
か
、
歌
道
論
に
ま
で
貫
か
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

四

し
た
と
言
っ
て
も
）
、
「
鬼
神
」
に
通
じ
る
の
だ
と
い
う
、
「
心
だ
に
」

の
論
理
の
枠
内
か
ら
抜
け
出
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。

問
日
、
実
ヲ
ヲ
イ
テ
、
詞
ヲ
ノ
ミ
カ
ザ
リ
ョ
マ
ハ
、
イ
カ
ニ
ョ

キ
歌
也
ト
モ
、
鬼
神
ヲ
感
セ
シ
ム
ル
事
ハ
ァ
ル
マ
ジ
。

答
日
、
天
地
ヲ
ウ
ゴ
カ
シ
、
鬼
神
ヲ
感
セ
シ
ム
ル
事
ハ
、
情
ノ

フ
カ
キ
ト
、
歌
ノ
ョ
キ
ト
ヲ
以
テ
也
、
イ
カ
ニ
情
ガ
フ
カ
キ
ト

テ
、
悲
シ
カ
リ
ケ
リ
悲
シ
カ
リ
ケ
リ
ナ
ト
イ
ヒ
テ
、
鬼
神
ハ
感

ズ
マ
ジ
。
深
切
ナ
ル
心
情
ヨ
リ
出
テ
、
其
歌
シ
カ
モ
美
ケ
レ
ハ
、

ヲ
ノ
ッ
カ
ラ
感
応
モ
ア
ル
ベ
シ
、
又
訶
ノ
ミ
イ
カ
ホ
ト
優
美
ナ

リ
ト
モ
、
情
ノ
ナ
キ
モ
感
応
ハ
ァ
ラ
シ
、
情
意
フ
カ
ク
、
歌
ノ

サ
マ
ウ
ル
ハ
シ
キ
時
ハ
、
聞
人
モ
ヲ
ノ
ッ
カ
ラ
感
心
シ
、
天
地

ヲ
モ
動
シ
、
鬼
神
モ
感
応
ス
ヘ
シ
。

（
『
排
蘆
小
船
』
、
全
二
、
八
～
九
頁
）

宣
長
は
歌
作
者
の
「
情
」
と
「
詞
」
の
両
方
が
「
実
」
に
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
鬼
神
」
を
感
応
さ
せ
う
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
情
」
と
「
詞
」
を
「
実
」
に
す
る
詠
み
手
の
能
動

的
な
働
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
注

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
引
用
が
踏
ま
え
て
い
る

『
古
今
集
』
仮
名
序
に
説
か
れ
て
い
る
歌
に
感
応
す
る
鬼
神
の
存
在
を
、

宣
長
が
「
虚
説
」
で
は
な
く
「
古
」
の
事
実
と
し
て
と
ら
え
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
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問
日
、
サ
キ
ニ
イ
ヘ
ル
、
歌
ヲ
ョ
ミ
テ
雨
ヲ
フ
ラ
セ
、
鬼
神
モ

感
応
ス
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
尤
ア
ヤ
シ
キ
事
、
ア
ル
マ
ジ
キ
理
也
。

故
二
今
ノ
世
ニ
ハ
、
左
様
ノ
事
カ
ッ
テ
ナ
シ
。
今
ナ
キ
事
ハ
古

モ
ナ
キ
コ
ト
ハ
リ
也
。
決
シ
テ
虚
説
卜
思
ル
、
イ
ヵ
ヵ
。
答
日
、

今
現
ニ
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
古
モ
ア
ル
マ
ジ
ト
ハ
、
大
ナ
ル
ァ
テ
ス

イ
リ
ヤ
ウ
也
。
古
ノ
事
イ
カ
テ
ハ
カ
リ
知
ヘ
キ
。
古
ノ
事
ヲ
知

ル
ハ
、
只
耆
籍
也
。
ソ
ノ
害
ニ
シ
ル
シ
オ
ヶ
ル
事
ナ
レ
ハ
、
古

ア
リ
シ
事
明
ラ
カ
也
。
尽
書
ヲ
信
ス
ル
ハ
愚
也
ト
テ
、
信
セ
サ

ル
時
ハ
、
古
ノ
ア
ラ
ユ
ル
故
事
、
ミ
ナ
信
セ
ラ
レ
ス
。
然
ル
時

ハ
昔
ヲ
シ
ル
ヘ
キ
タ
ョ
リ
ナ
シ
。
其
ウ
ヘ
、
霊
異
ヲ
ミ
テ
偽
ト

シ
、
決
シ
テ
無
事
卜
思
フ
ハ
、
ユ
キ
ッ
マ
リ
タ
ル
腐
儒
ノ
見
識
、

ハ
ナ
ハ
タ
セ
ハ
、
ン
。
（
『
排
蘆
小
船
』
、
全
二
、
二
五
頁
）

こ
こ
で
「
鬼
神
モ
感
応
」
す
る
歌
の
効
用
を
「
虚
説
」
と
見
な
す

者
と
は
、
た
と
え
ば
国
歌
論
争
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
荷
田
在
満
で

あ
る
。
在
満
は
『
国
歌
八
論
』
（
寛
保
二
年
成
）
で
「
古
今
の
序
に
、

天
地
を
動
か
し
鬼
神
を
感
ぜ
し
む
る
と
い
へ
る
は
、
妄
談
を
信
ぜ
る

（
記
）

な
る
べ
し
」
（
翫
歌
論
）
と
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宣
長
に
よ
れ
ば
、

鬼
神
が
感
応
す
る
と
は
言
葉
の
上
で
の
修
飾
や
比
瞼
で
は
な
く
、
実

在
し
て
い
る
鬼
神
が
事
実
と
し
て
感
応
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
宣

長
は
そ
れ
を
自
ら
確
か
め
る
か
の
よ
う
に
、
随
筆
の
な
か
に
多
く
の

歌
徳
説
話
を
抜
き
書
き
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
『
本
居
宣
長
随
筆
』

巻
五
な
ど
、
全
一
三
、
二
二
三
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
、
垂
加
神
道
家
が
心
を

誠
に
し
て
神
秘
的
な
儀
礼
を
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
今
こ
こ
に
神
は
「
形

を
現
し
玉
」
（
前
出
）
う
と
弟
子
た
ち
に
伝
授
し
た
の
と
は
異
な
り
、

「
書
籍
」
に
記
さ
れ
た
事
実
だ
か
ら
神
の
実
在
を
信
じ
る
と
い
う
学

者
風
な
態
度
は
、
後
の
古
道
論
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
排
蘆
小
船
』
の
段
階
で
は
、
神
を

実
在
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
宣
長
ら
し
さ
が
あ

る
と
は
言
え
、
詠
み
手
の
「
実
」
な
る
あ
り
方
を
通
し
て
、
換
言
す

れ
ば
、
人
間
の
側
か
ら
鬼
神
に
向
か
う
能
動
的
な
ベ
ク
ト
ル
で
考
え

て
い
た
点
で
、
な
お
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
た

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『
石
上
私
淑
言
』
の
段
階
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
心

だ
に
」
の
論
理
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
端
的
な
主
張
は
巻
三
の
一
節
、

こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
た
箇
所
に
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
歌
よ
み
て
神
を
も
人
を
も
あ
は
れ
と
思
は
す
る
こ
と
は
さ

も
有
く
し
。
さ
れ
ど
人
こ
そ
は
詞
の
よ
き
を
め
で
つ
く
け
れ
。
神
は

た
だ
深
き
ま
こ
と
の
心
を
こ
そ
う
け
給
ふ
べ
き
事
な
る
に
。
訶
の
う

る
は
し
き
を
あ
は
れ
と
聞
給
ふ
と
い
ふ
こ
と
い
と
心
得
ず
。
」
と
い
う
、

ま
さ
に
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
立
場
か
ら
の
問
い
に
対
す
る
解
答
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
は
「
大
か
た
目
に

も
見
え
ぬ
事
を
。
こ
れ
は
か
く
有
べ
き
理
。
そ
れ
は
き
は
あ
る
ま
じ

き
こ
と
は
り
な
ど
と
思
ひ
い
ふ
は
。
も
と
み
な
唐
文
の
心
ば
へ
」
と

述
べ
、
人
智
の
限
界
性
を
説
い
た
後
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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さ
れ
ば
今
神
は
心
の
ま
こ
と
こ
そ
う
け
給
ふ
く
け
れ
と
お
も
ふ

も
。
や
が
て
こ
の
か
ら
文
の
心
に
て
。
一
わ
た
り
誰
も
げ
に
思

ふ
こ
と
な
れ
ど
も
。
大
き
な
る
ひ
が
事
也
。
そ
の
故
は
天
地
の

あ
ひ
だ
に
あ
る
事
の
理
は
。
た
だ
人
の
浅
き
心
に
て
こ
と
ご
と

く
考
へ
つ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
か
に
さ
と
り
深
く
才
か
し

こ
き
も
。
人
の
心
は
を
よ
ぶ
か
ぎ
り
の
あ
る
物
な
れ
ば
。
い
に

し
へ
の
い
と
か
し
こ
き
か
ら
の
聖
人
の
。
心
を
つ
く
し
て
深
く

考
へ
さ
だ
め
て
い
ひ
を
か
れ
た
る
事
の
。
後
の
世
迄
ゆ
る
ぐ
ま

じ
く
。
た
れ
も
た
れ
も
さ
る
べ
き
事
と
深
く
信
じ
た
る
事
も
。

は
る
か
に
た
が
ひ
て
思
ひ
の
外
な
る
事
も
お
ほ
か
る
わ
ざ
な
る

を
や
。
か
の
神
代
に
有
け
ん
さ
ま
ざ
ま
の
霊
異
事
共
な
ど
を
も
。

こ
の
か
ら
ぶ
み
に
ま
よ
ひ
は
て
た
る
後
に
世
の
人
の
心
か
ら
。

あ
る
ま
じ
き
事
と
疑
ひ
つ
っ
。
己
が
を
し
は
か
り
に
さ
ま
ざ
ま

の
こ
と
は
り
を
附
て
。
つ
き
づ
き
し
く
と
き
な
す
は
。
い
と
も

恐
こ
ぐ
お
ほ
け
な
き
事
に
て
。
神
の
道
に
は
大
き
に
そ
む
け
る

事
也
。
（
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三
、
全
二
、
一
七
四
～
五
頁
）

（
”
）

こ
の
箇
所
は
「
神
」
の
主
格
性
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
有
名
だ
が
、

本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
「
心
の
ま
こ
と
」
が
神
に
感
応
す
る
と
い

う
考
え
方
が
「
か
ら
文
の
心
」
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
否
定
さ
れ
た

点
で
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
一
わ
た
り
誰
も
げ
に
思
ふ
」
考
え

は
「
己
が
を
し
は
か
り
に
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
は
り
を
附
て
。
つ
き
づ

き
し
く
と
き
な
す
は
。
い
と
も
恐
こ
ぐ
お
ほ
け
な
き
事
」
で
あ
る
。

宣
長
に
よ
れ
ば
、
神
が
感
応
す
る
の
は
詠
み
手
の
「
心
」
で
は
な
く

て
、
ど
こ
ま
で
も
「
詞
の
う
る
は
し
き
」
な
の
で
あ
る
。
「
今
の
人

の
心
」
を
「
今
の
詞
」
に
よ
っ
て
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
「
今
の
世
」

の
「
し
づ
の
め
わ
ら
は
く
の
謡
ふ
小
歌
は
や
り
歌
な
ど
」
の
よ
う
な

「
い
と
い
や
し
く
き
た
な
き
歌
」
は
「
た
と
ひ
実
の
情
よ
り
よ
み
出

た
り
共
、
よ
も
神
も
人
も
あ
は
れ
と
は
き
か
」
（
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三
、

全
二
、
一
七
四
頁
）
な
い
の
で
あ
る
。

歌
道
論
の
展
開
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
の
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三

で
の
宣
長
の
批
判
は
「
実
」
概
念
の
欠
落
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

宣
長
に
よ
れ
ば
、
歌
が
詠
ま
れ
る
の
は
「
物
」
に
感
じ
て
「
あ
は
れ
」

に
堪
え
き
れ
ず
歌
い
だ
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。
歌
作
者
が
「
実
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
を
感
応
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
主
格
と
し

て
の
神
は
何
よ
り
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
が
ゆ
え
に
、
詠
み
手
の

「
あ
は
れ
」
に
感
応
す
る
の
で
あ
る
。
『
排
蘆
小
船
』
の
段
階
で
は
「
心
」

に
せ
よ
「
詞
」
に
せ
よ
「
実
」
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
、
詠
み
手
の

方
か
ら
神
に
向
か
う
と
い
う
能
動
的
な
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
た
の

対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
詠
み
手
は
徹
底
し
て
受
動
的
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
主
格
と
し
て
の
神
を
「
あ
は
れ
」
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

古
今
序
に
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
天
地
を
う
ご
か
し
。
め
に

見
え
ぬ
お
に
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
。
男
女
の
中
を
も
や
は

ら
げ
。
た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
歌
也
と
あ

る
。
こ
れ
又
大
き
な
る
功
用
也
。
こ
れ
を
真
字
序
に
は
。
動
二
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天
地
一
感
二
鬼
神
一
化
二
人
倫
一
和
二
夫
婦
一
莫
レ
宜
二
於
和
歌
一
と
あ
り
。

と
も
に
こ
れ
も
か
ら
国
の
詩
序
に
。
動
二
天
地
一
感
二
鬼
神
一
莫
レ

近
二
於
詩
一
と
い
へ
る
よ
り
出
た
る
こ
と
な
が
ら
。
こ
れ
は
歌
も

も
は
ら
同
じ
事
に
て
。
物
を
あ
は
れ
と
お
も
は
す
る
こ
と
は
詩

よ
り
も
猶
ま
さ
り
て
。
ま
さ
し
く
そ
の
た
め
し
も
古
へ
よ
り
い

と
お
ほ
か
る
事
也
。
か
く
神
を
も
人
を
も
あ
は
れ
と
思
は
す
る

に
つ
き
て
。
そ
の
功
徳
い
と
広
く
さ
ま
ざ
ま
也
。
ま
づ
す
べ
て

あ
め
っ
ち
の
間
に
あ
る
事
は
。
よ
き
も
あ
し
き
も
み
な
神
の
御

心
よ
り
い
づ
る
物
な
る
が
。
万
の
わ
ざ
は
ひ
お
こ
り
て
上
も
下

も
や
す
か
ら
ぬ
時
も
。
あ
ら
ぶ
る
神
の
御
心
を
な
ぐ
さ
め
奉
れ

ば
。
を
の
づ
か
ら
其
わ
ざ
は
ひ
は
し
づ
ま
り
な
を
り
て
お
だ
や

か
に
な
る
は
。
力
を
も
い
れ
ず
し
て
神
を
あ
は
れ
と
お
も
は
す

る
徳
也
。
人
を
だ
に
も
あ
は
れ
と
思
は
す
る
歌
な
れ
ば
。
神
の

御
心
の
な
ぐ
さ
む
事
は
い
ふ
も
さ
ら
也
。

（
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三
、
全
二
、
一
六
六
～
七
頁
）

「
あ
は
れ
」
に
思
う
か
否
か
の
主
導
性
は
、
詠
み
手
の
「
実
」
の

（
羽
）

あ
り
方
と
は
無
関
係
に
、
す
べ
て
神
の
側
に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

人
間
は
す
べ
て
を
「
神
の
御
心
」
に
任
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
本
稿
の
言
う
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
否
定
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三
に
お
け
る
歌
論
に
お
け
る
「
心

だ
に
」
の
論
理
の
否
定
は
、
神
道
論
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
滑
り
こ
ん

で
い
た
。
『
石
上
私
淑
言
』
を
書
い
た
と
推
定
さ
れ
る
宝
暦
十
三
年
（
一

七
六
三
年
）
に
、
宣
長
は
賀
茂
真
淵
と
の
対
面
の
の
ち
入
門
し
、
古

事
記
の
研
究
を
本
格
化
す
る
。
い
わ
ゆ
る
古
道
論
の
展
開
と
な
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
早
い
時
期
に
、
宣
長
は
古
道
論
の
総
論
と
も
言

う
べ
き
『
道
云
事
之
論
』
（
後
に
『
直
毘
霊
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
草
稿
）

の
な
か
で
、
「
心
だ
に
」
の
歌
を
「
儒
仏
ノ
見
」
だ
と
は
っ
き
り
認

定
す
る
。
そ
れ
は
最
初
に
引
い
た
『
直
毘
霊
』
の
「
心
だ
に
」
の
歌

を
批
判
す
る
一
節
の
も
と
に
な
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

心
ダ
ニ
誠
ノ
ミ
チ
ニ
カ
ナ
ヒ
バ
ナ
ド
云
ハ
、
儒
仏
ノ
見
ニ
シ
テ
、

痛
ク
神
道
ニ
ソ
ム
ケ
リ
。
異
国
ニ
ハ
神
ヲ
祭
ニ
モ
、
ダ
ダ
理
ヲ

先
ニ
シ
テ
、
サ
マ
ザ
マ
議
論
ア
リ
テ
、
非
し
礼
不
レ
享
ナ
ド
云
モ
、

ミ
ナ
ヒ
ガ
コ
ト
也
。
凡
テ
神
ハ
、
仏
ナ
ド
ト
ハ
異
ナ
ル
物
ニ
テ
、

善
神
モ
ア
リ
悪
神
モ
ア
リ
テ
、
所
為
モ
ソ
ノ
心
ニ
シ
タ
ガ
ヘ
バ
、

悪
キ
人
モ
福
エ
善
キ
人
モ
禍
ル
事
世
ノ
常
也
。
カ
カ
レ
バ
神
ノ

理
ノ
当
不
ヲ
モ
テ
思
ヒ
ハ
カ
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
唯
ソ
ノ
怒
ヲ

催
テ
、
ヒ
タ
フ
ル
ニ
敬
キ
祭
ル
ョ
リ
外
ナ
シ
。
然
レ
バ
祭
ル
ー

就
テ
モ
其
意
バ
ヘ
ア
リ
テ
、
イ
カ
ニ
モ
神
ノ
悦
ビ
給
フ
ワ
ザ
ヲ

五
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シ
テ
祭
ル
ゾ
古
ノ
道
ナ
ル
。
其
ハ
マ
ヅ
重
ク
斎
忌
テ
火
ヲ
モ
清

ク
シ
テ
、
サ
テ
堪
タ
ル
カ
ギ
リ
美
好
物
サ
ハ
二
進
リ
、
或
ハ
琴

ヒ
キ
笛
フ
キ
、
ウ
タ
ヒ
マ
ヒ
ナ
ド
、
面
白
キ
態
ヲ
シ
テ
祭
ル
、

コ
レ
ミ
ナ
神
代
ノ
古
事
ニ
テ
、
神
ノ
悦
ビ
給
フ
ワ
ザ
也
。

（
『
道
云
事
之
論
』
、
全
一
四
、
二
五
～
六
頁
）

こ
こ
で
、
「
異
国
ノ
、
心
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
「
非
礼
不
享

ナ
ド
云
」
説
と
は
、
た
と
え
ば
林
羅
山
の
「
神
道
伝
授
』
（
正
保
年
中

成
）
な
ど
に
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
神
ハ
人
ノ
敬
ヲ
請
、
人

ノ
信
ヲ
ウ
ク
。
ケ
ッ
コ
ウ
ニ
美
々
布
祭
テ
モ
、
其
人
誠
心
ナ
ク
、
謹

ウ
ス
ケ
レ
バ
納
受
ナ
シ
。
神
卜
人
卜
能
ク
心
二
叶
ヲ
礼
ト
云
。
其
分

際
二
過
タ
ル
ヲ
非
礼
卜
云
也
ｏ
宝
物
ヲ
備
、
種
々
ノ
捧
物
ア
リ
卜
云

ト
モ
、
是
ヲ
祭
人
二
相
応
セ
ザ
レ
バ
、
神
明
是
ヲ
請
不
レ
玉
。
瞼
へ

バ
ー
枝
ノ
華
ヲ
捧
テ
、
一
杯
ノ
水
ヲ
ム
ス
ビ
、
ナ
ノ
ハ
・
ウ
キ
ク
サ

ヲ
タ
ク
ト
モ
、
誠
心
ア
レ
バ
神
ハ
請
也
。
物
ヲ
費
シ
民
ヲ
苦
ル
ハ
、

（
羽
）

神
明
嫌
玉
フ
事
也
。
黍
穫
不
レ
香
明
徒
是
香
シ
ト
云
ル
モ
此
義
也
・
」

（
林
羅
山
『
神
道
伝
授
』
七
二
。
羅
山
は
「
非
礼
」
な
行
い
を
せ
ず
に
「
誠

心
ア
レ
バ
神
ハ
請
也
」
と
説
い
て
い
た
の
だ
が
、
宣
長
は
、
こ
の
よ

う
な
予
め
規
範
に
当
た
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
人
間
の
道
徳
的
な

あ
り
方
を
条
件
に
し
て
神
へ
の
加
護
を
求
め
る
こ
と
を
、
「
理
」
を

先
に
押
し
立
て
る
「
儒
仏
ノ
見
」
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
歌
論
言
『
石
上
私
淑
言
』
に
お
い
て
、
詠
み
手
が
「
深

き
ま
こ
と
の
心
」
で
あ
れ
ば
神
は
感
応
す
る
と
い
う
考
え
を
「
か
ら

文
の
心
」
で
あ
る
と
否
定
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
道
論
（
古
道
論
）
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理

批
判
の
理
由
に
は
、
宣
長
が
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
は
ら
ん
で
い
た

神
の
否
定
の
可
能
性
を
強
く
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
要
す
る
に
人
間
の
心
の
あ
り
方
に

重
点
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
す
る
神
へ
の
「
い
の
り
」
を
軽

視
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
倶
で
あ
っ
た
。
後
年
の
も
の
だ
が
、
次

の
よ
う
な
一
節
に
は
そ
う
し
た
危
倶
が
よ
く
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

惣
じ
て
、
世
中
の
事
は
、
神
の
御
霊
に
あ
ら
で
は
か
な
は
い
物

な
れ
ば
、
明
く
れ
其
御
徳
を
わ
す
れ
ず
、
天
下
国
家
の
た
め
に

も
、
面
々
の
身
の
た
め
に
も
、
も
ろ
も
ろ
の
神
を
祭
る
は
、
肝

要
の
わ
ざ
な
り
。
善
神
を
祭
り
て
福
を
祈
る
は
、
も
と
よ
り
の

こ
と
、
又
禍
を
ま
ぬ
か
れ
ん
た
め
に
、
荒
ぶ
る
神
を
ま
つ
り
和

す
も
、
古
の
道
な
り
。
然
る
を
人
の
吉
凶
禍
福
は
、
面
々
の
心

の
邪
正
、
行
ひ
の
善
悪
に
よ
る
こ
と
な
る
を
、
神
に
祈
る
は
愚

な
り
、
神
何
ぞ
こ
れ
を
き
か
ん
と
や
う
に
い
ふ
は
、
儒
者
の
常

の
論
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
己
が
理
窟
を
の
み
た
て
て
、
神
事

を
お
ろ
そ
か
に
す
る
は
、
例
の
な
ま
さ
か
し
き
唐
戎
の
見
識
に

し
て
、
こ
れ
神
に
は
邪
神
も
有
て
、
よ
こ
さ
ま
な
る
禍
の
あ
る

道
理
を
知
ら
ざ
る
故
の
ひ
が
こ
と
な
り
。

（
『
玉
く
し
げ
』
、
全
八
、
三
二
一
頁
）

ま
た
宣
長
の
『
玉
鉾
百
首
』
の
な
か
の
一
首
「
あ
ぢ
き
な
き
何
の
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さ
か
し
ら
た
ま
ぢ
は
ふ
神
い
つ
か
ず
て
お
ほ
る
か
に
し
て
」
の
歌
に

対
す
る
「
あ
な
が
ち
に
、
祭
り
祈
ら
ず
と
て
も
、
神
の
加
護
は
あ
る

な
り
と
い
ひ
て
、
神
を
重
ん
じ
敬
ふ
こ
と
も
せ
ず
、
な
ほ
ざ
り
に
し

（
釦
）

奉
る
も
の
も
あ
る
な
り
」
と
い
う
本
居
大
平
の
注
釈
は
、
先
に
示
し

た
度
会
延
佳
ら
の
「
神
に
い
の
る
事
も
な
く
、
心
だ
に
誠
の
道
に
か

な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と
云
歌
を
、
あ
し
く
心

得
て
口
に
し
き
」
（
前
出
）
と
い
う
危
倶
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
神
儒
一
致
論
に
立
つ
近
世
神
道
家
に
は
、
ど
こ

ま
で
も
自
己
の
心
の
「
誠
」
を
通
路
に
し
て
神
に
通
じ
る
の
だ
と
い

う
前
提
が
あ
っ
た
た
め
に
、
心
の
「
誠
」
と
神
へ
の
「
い
の
り
」
の

両
者
の
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
宣

長
は
「
心
」
と
「
詞
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
歌
論
の
展
開
過
程
の
な
か

で
、
人
間
の
側
か
ら
能
動
的
に
神
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
遮
断
し
て
、

そ
う
し
た
前
提
を
崩
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
道
論
に
お

い
て
は
、
人
間
は
一
方
的
に
神
の
前
で
「
ヒ
タ
フ
ル
ニ
ソ
ノ
怒
ヲ
ヲ

ヂ
テ
、
、
ナ
コ
メ
マ
ッ
ル
ョ
リ
外
」
な
い
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
い
、
神
の
実
在
と
そ
れ
へ

の
畏
敬
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
心
だ
に
」
の
論
理
否
定
の
考
え
は
、
先
の
『
道
云
事

之
論
』
の
な
か
で
も
「
斎
忌
テ
火
ヲ
モ
清
ク
シ
テ
」
と
説
か
れ
、
示

唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
稜
」
に
対
す
る
独
自
の
見
解
と
し
て
現

れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
長
は
横
れ
を
心
で
は

な
く
、
身
に
つ
く
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

凡
て
旗
祓
は
、
身
の
汚
垢
を
情
む
る
わ
ざ
に
こ
そ
あ
れ
、
心
を

祓
ひ
清
む
と
云
は
、
外
国
の
意
に
し
て
、
御
国
の
古
さ
ら
に
さ

る
こ
と
な
し
、
も
し
心
を
主
と
せ
ば
、
御
心
之
旗
と
こ
そ
云
べ

き
に
、
さ
は
な
く
て
、
上
段
に
も
御
身
之
膜
と
云
、
害
紀
に
も

鎧
二
樵
身
之
所
汚
一
、
と
あ
る
は
い
か
に
、
軽
き
方
を
挙
て
、
重

き
方
を
略
く
べ
き
由
な
き
を
思
へ
、
か
に
か
く
に
心
法
の
さ
だ

は
私
事
な
り
、
（
『
古
事
記
伝
』
巻
六
、
全
九
、
二
七
四
豆

こ
う
し
た
宣
長
の
身
に
つ
く
稜
説
は
、
中
世
神
道
以
来
の
内
面
化

さ
れ
た
稜
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
代

表
的
な
中
世
神
道
家
一
条
兼
良
や
忌
部
正
通
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
清
浄
有
二
二
義
一
、
謂
二
内
清
浄
外
清
浄
一
也
、
源
二
去
身
垢
一
、
着
二
明

衣
布
一
、
不
下
與
二
悪
人
一
交
上
者
、
外
清
浄
也
、
七
日
戒
三
日
齋
、
使
二

（
副
）

其
心
一
誠
一
而
神
交
者
、
内
情
浄
也
」
（
『
日
本
書
紀
慕
疏
』
巻
上
第
三
、

（
記
）

『
日
本
書
紀
通
証
』
巻
三
所
引
）
。
「
祓
除
焉
者
、
触
稜
之
身
與
レ
心
祓
也
」

（
『
神
代
巻
口
訣
』
巻
二
、
同
右
）
。
垂
加
神
道
に
お
い
て
も
、
こ
の
内
面

的
な
心
の
稜
説
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
あ
げ
た

兼
良
や
正
通
の
所
説
は
、
そ
の
ま
ま
闇
斎
『
風
水
草
』
や
『
日
本
書

紀
通
証
』
に
も
引
照
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
垂
加
神
道
の
展

開
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
玉
木
正
英
は
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
た
。
「
玉
木
翁
日
、
言
し
身
則
心
自
在
二
其
中
一
実
、
身
渭
則
心

（
調
）

亦
清
、
故
合
二
心
身
二
祓
除
焉
、
此
其
道
也
、
」
（
『
日
本
書
紀
通
証
』
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巻
三
）
。

本
稿
の
問
題
と
し
て
き
た
「
心
だ
に
」
の
歌
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
心
の
稜
説
を
前
提
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
心
の
横

れ
（
前
出
の
「
人
欲
の
稜
」
「
人
欲
の
雨
風
」
）
を
除
去
し
て
、
心
を
清
浄

に
す
る
こ
と
が
「
誠
」
「
正
直
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
神
明
の
舎
」
で
あ
る
心
に
、
神
が
や
ど
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
心
の
稜
を
祓
う
こ
と
は
、
先

に
見
た
心
が
誠
で
あ
れ
ば
神
に
感
通
す
る
と
い
う
「
心
だ
に
」
の
歌

論
と
等
し
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
歌
調
也
、
訴
也
、
言
二
其

（
鈍
）

志
一
迷
二
其
懐
一
者
也
【
蓋
感
二
於
情
一
動
二
於
詞
一
、
与
二
祓
除
一
相
発
】
」

（
『
日
本
書
紀
通
証
』
巻
五
）
。
因
み
に
、
宣
長
は
こ
の
谷
川
士
清
の
『
日

本
書
紀
通
証
』
の
一
節
を
、
京
都
遊
学
中
の
随
筆
の
な
か
で
抄
出
し

て
い
る
（
『
本
居
随
筆
』
巻
二
、
全
一
三
、
一
○
三
頁
）
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
心
の
稜
説
に
対
し
て
、
稜
れ
を
身
に
つ

く
も
の
と
す
る
宣
長
は
、
そ
の
稜
れ
が
自
己
と
は
関
わ
り
の
な
い
「
禍

津
日
神
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
積
れ
を
ど
こ
ま

で
も
即
物
化
し
て
い
く
。
そ
れ
が
忌
火
な
ど
の
禁
忌
の
問
題
で
あ
っ

た
。
も
と
も
と
、
こ
う
し
た
禁
忌
は
、
心
の
横
説
を
と
っ
て
い
た
垂

加
神
道
で
は
必
ず
し
も
一
義
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ

う
な
議
論
に
そ
れ
は
窺
わ
れ
よ
う
。
「
神
ハ
清
浄
正
明
ヲ
好
ミ
玉
ヘ
ハ
、

神
道
信
心
ノ
者
、
汚
稜
不
浄
ヲ
云
彙
ヵ
）
テ
正
明
二
至
ラ
ハ
、
神

明
ノ
加
護
ア
ル
ヘ
シ
。
今
神
ヲ
信
ス
ル
人
、
血
忌
、
火
忌
、
死
稜
、

本
稿
で
は
宣
長
の
「
漢
意
」
批
判
の
意
味
を
、
近
世
日
本
の
人
々

に
愛
唱
さ
れ
て
き
た
「
心
だ
に
」
の
歌
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
宣
長
研
究
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
考
え
て
き
た
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
宣
長
の
歌
論
と
神
道
論
（
古
道
論
）

を
貫
通
す
る
「
漢
意
」
批
判
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
誠
」
「
正
直
」
と

い
う
人
間
の
あ
り
方
を
通
路
に
し
て
、
人
間
の
側
か
ら
神
に
接
近
し

よ
う
と
す
る
志
向
（
自
ら
の
心
を
生
き
な
が
ら
神
に
ま
で
祀
り
あ
げ
た
闇
斎

の
生
祀
観
は
、
そ
の
極
限
に
位
置
し
て
い
た
）
を
徹
底
的
に
方
向
転
換
さ

せ
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
言
え

ば
、
宣
長
に
お
け
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
否
定
は
、
「
神
ハ
人
ノ

敬
ヲ
請
、
人
ノ
信
ヲ
ウ
ク
」
（
前
出
）
と
い
う
羅
山
の
言
葉
に
端
無
く

も
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、
神
と
人
間
と
の
間
の
一
種
の
親
和
関
係
を

否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

服
忌
ナ
ト
ヲ
忌
ミ
キ
ラ
ヒ
、
社
家
流
ノ
言
感
（
惑
ヵ
）
ヒ
テ
、
鼠
猫

力
死
シ
ダ
、
鶏
兎
ヲ
喰
タ
ト
云
テ
禁
忌
ス
ル
コ
ト
ハ
カ
リ
心
得
テ
、

（
鍋
）

カ
ヤ
ウ
ノ
祓
ノ
筋
ハ
、
ユ
メ
ユ
メ
知
ラ
ヌ
ハ
愚
ナ
リ
・
」
（
高
田
未
白
『
中

臣
祓
清
明
抄
』
巻
上
）
。
垂
加
神
道
に
お
い
て
は
「
愚
」
な
こ
と
と
し

て
排
斥
さ
れ
て
い
た
禁
忌
が
、
宣
長
で
は
、
か
え
っ
て
神
へ
の
祭
祀

に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
ハ
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宣
長
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
心
の
あ
り
方
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、

現
に
実
在
す
る
神
の
前
で
は
、
人
間
は
た
だ
「
ヒ
タ
フ
ル
ニ
ソ
ノ
怒

ヲ
ヲ
ヂ
テ
、
ナ
コ
メ
マ
ッ
ル
ョ
リ
外
」
（
前
出
）
な
い
。
宣
長
の
周
知

の
比
瞼
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
神
の
あ
や
つ
り
人
形
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
（
『
玉
く
し
げ
』
、
全
八
、
三
二
一
豆
。
思
う
に
、
宣
長
に
お
け
る
「
漢

意
」
批
判
と
は
、
彼
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
、
こ
う
し
た
隔
絶
し

て
い
る
は
ず
の
神
と
人
間
と
の
関
係
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
人
間
の

思
い
上
が
り
と
甘
さ
へ
の
痛
罵
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

（
調
）

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
「
心
だ
に
」
の
歌
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
宣
長
の
「
漢
意
」
批
判
の
一
側
面
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
神
と
人
間
と
の
断
絶
観
は
な
か
な
か
人
々
の

理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
時
代
は
ず
っ

と
下
る
が
、
た
と
え
ば
大
正
時
代
、
東
宮
御
学
問
所
御
用
掛
を
勤
め

た
杉
浦
重
剛
の
次
の
よ
う
な
議
論
を
見
て
も
ら
い
た
い
。

神
教
は
固
よ
り
広
大
無
辺
な
り
。
然
れ
ど
も
試
に
神
社
々
頭
を

見
る
に
、
多
く
は
杉
の
木
を
栽
し
て
老
樹
篭
々
天
を
刺
さ
ん
と

す
る
あ
り
。
森
厳
の
気
社
前
に
満
つ
。
杉
は
直
木
な
り
。
直
な

り
。
我
が
惟
神
の
道
も
其
の
根
本
は
正
直
の
二
字
に
在
り
と
い

ふ
く
し
。
故
に
神
を
祭
る
人
々
の
心
も
清
潔
に
し
て
汚
れ
な
く
、

正
直
な
る
を
旨
と
す
べ
し
。
古
歌
に
、
「
心
だ
に
誠
の
道
に
か

な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
」
と
い
へ
る
も
、

亦
「
正
直
の
首
べ
に
神
宿
る
」
と
い
へ
る
俗
諺
も
共
に
皆
此
の

（
訂
）

道
理
を
説
明
し
た
る
も
の
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。

わ
れ
わ
れ
は
、
宣
長
の
批
判
す
る
「
千
有
余
年
、
世
中
の
人
の
心

の
底
に
染
著
て
あ
る
、
瘤
疾
」
（
『
う
ひ
山
ふ
み
』
、
全
一
、
一
二
頁
）
で

あ
る
「
漢
意
」
の
根
深
さ
を
思
う
と
と
も
に
、
な
お
こ
の
よ
う
な
神

道
の
道
徳
化
が
近
代
に
い
た
る
ま
で
執
勧
に
要
請
さ
れ
続
け
た
問
題

に
つ
い
て
は
、
別
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

註
（
１
）
村
岡
典
嗣
「
垂
加
神
道
の
根
本
義
と
本
居
へ
の
関
係
」
（
『
増
訂

日
本
思
想
史
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
四
○
年
）
参
照
。

（
２
）
こ
の
側
面
か
ら
の
最
近
の
研
究
に
、
安
蘇
谷
正
彦
「
本
居
宣
長

と
伊
勢
・
垂
加
神
道
Ｉ
宣
長
の
思
想
形
成
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
十
一
号
、
七
九
年
）
が
あ
る
。

（
３
）
本
稿
で
は
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し

た
。
以
下
、
全
集
の
巻
数
と
頁
数
を
略
記
す
る
。

（
４
）
Ｈ
・
オ
ー
ム
ス
「
山
崎
闇
斎
の
『
神
代
巻
』
に
お
け
る
解
釈
学
」

（
『
思
想
』
七
六
六
号
、
八
八
年
四
月
）
。

（
５
）
山
本
信
哉
編
『
神
道
叢
説
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
年
）
三
二

二
～
三
頁
。

（
６
）
『
日
本
思
想
闘
争
史
料
』
（
名
著
刊
行
会
、
六
九
年
）
巻
七
、
四

五
五
頁
。

（
７
）
た
だ
し
宣
長
は
こ
の
歌
を
北
野
天
神
と
す
る
『
四
季
物
語
』
を

「
う
た
が
は
し
き
書
」
と
見
て
い
た
（
『
玉
か
つ
ま
』
巻
八
、
二
七
、

北
野
の
御
詠
と
い
ふ
歌
）
。

（
８
）
『
神
道
大
系
日
本
書
紀
註
釈
（
中
）
』
（
神
道
大
系
編
蟇
会
、
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八
五
年
）
一
三
頁
。

（
９
）
『
続
々
群
書
類
従
』
巻
一
、
一
三
九
頁
。

（
Ⅲ
）
『
藤
原
慢
窩
林
羅
山
』
（
日
本
思
想
大
系
躯
、
岩
波
書
店
、
七

五
年
）
二
四
五
～
六
頁
。

（
Ⅱ
）
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
（
日
本
思
想
大
系
釣
、
岩
波
書
店
、

七
二
年
）
一
○
三
頁
。

（
皿
）
『
神
道
大
系
増
穂
残
口
』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
八
○
年
）
二

九
九
頁
。

（
旧
）
飯
田
洋
一
校
訂
『
快
斎
樗
山
集
』
（
国
書
刊
行
会
、
八
八
年
）

三
二
四
頁
。

（
Ｍ
）
『
日
本
随
筆
大
成
』
（
新
版
、
一
期
巻
六
、
吉
川
弘
文
館
、
七
五

年
）
四
五
五
～
六
頁
。

（
鳩
）
『
風
来
山
人
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
弱
、
岩
波
書
店
、
六
一

年
）
一
四
五
頁
。

（
略
）
『
増
補
手
島
堵
庵
全
集
』
（
清
文
堂
出
版
、
七
三
年
）
三
八
三
頁
。

（
Ⅳ
）
前
掲
『
神
道
叢
説
』
二
○
六
頁
。

（
肥
）
写
本
。
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
、
河
村
文
庫
所
蔵
。

（
旧
）
前
掲
『
神
道
叢
説
』
二
七
九
頁
。

（
別
）
同
右
、
二
七
五
頁
。

（
別
）
筆
者
の
垂
加
神
道
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
呪
術
師
玉
木
正

英
と
現
人
神
」
（
『
日
本
文
化
論
叢
』
三
号
、
愛
知
教
育
大
学
日
本
文

化
研
究
室
、
九
五
年
三
月
）
、
「
守
護
さ
れ
る
現
人
神
」
（
『
江
戸
の
思

想
』
四
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
九
六
年
七
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
躯
）
『
日
本
書
紀
通
証
』
（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
三
七
年
）
巻
三
、

一
八
八
頁
。

（
羽
）
前
掲
『
神
道
叢
説
』
二
七
七
頁
。

（
別
）
こ
う
し
た
「
誠
」
概
念
に
よ
っ
て
歌
の
本
質
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
考
え
は
垂
加
神
道
に
限
っ
た
奇
異
な
も
の
で
は
な
く
、
近
世
の

堂
上
派
歌
学
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の

ひ
と
つ
の
例
と
し
て
宣
長
当
時
最
も
権
威
を
も
ち
、
宣
長
も
そ
れ
を

学
ん
だ
二
条
派
の
代
表
歌
人
烏
丸
光
栄
の
歌
論
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

「
凡
そ
よ
み
か
た
の
教
は
た
だ
一
な
り
。
一
は
心
の
真
実
な
り
。
思

ふ
所
の
誠
を
い
ひ
の
ぶ
る
よ
り
外
の
こ
と
な
し
。
意
を
い
ひ
の
ぶ
る

は
実
意
、
景
を
い
ひ
の
ぶ
る
は
実
景
に
し
て
、
毫
末
も
実
に
そ
む
け

ば
、
歌
と
と
の
は
ず
。
古
来
の
秀
歌
た
だ
此
の
実
の
み
な
り
。
さ
れ

ば
聞
く
人
感
心
し
、
剰
へ
神
明
仏
陀
も
感
応
あ
り
。
実
な
ら
い
は
聞

く
人
先
感
ぜ
ず
、
況
や
神
霊
を
や
・
」
（
『
内
裏
進
上
の
一
巻
』
、
元
文

二
年
、
佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
巻
六
、
風
間
書
房
、
五

六
年
、
五
○
八
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
堂
上
派
の
歌
論
は
伝
統

的
な
古
今
集
序
の
テ
ー
ゼ
を
、
朱
子
学
的
な
「
誠
」
概
念
に
よ
っ
て

粉
飾
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
宣
長
の
よ
う
な
文

字
通
り
の
、
歌
に
感
応
す
る
神
の
実
在
性
へ
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

（
閉
）
子
安
宣
邦
『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』
（
中
公
叢
書
、
七
七
年
）

三
八
頁
。

（
邪
）
『
近
世
文
学
論
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
別
、
岩
波
書
店
、
六

六
年
）
五
三
頁
。

（
〃
）
相
良
亨
『
本
居
宣
長
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
七
八
年
）
二
五
頁
。

（
邪
）
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
宣
長
の
「
真
心
」
説
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
宣
長
は
「
真
心
と
は
、
産
巣
日
神
の
御
霊
に
よ
り

て
、
備
へ
持
て
生
れ
つ
る
ま
ま
の
心
を
い
ふ
、
さ
て
こ
の
真
心
に
は
、

智
な
る
も
あ
り
、
愚
な
る
も
あ
り
、
巧
な
る
も
あ
り
、
拙
き
も
あ
り
、
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（
弱
）
『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』
巻
上
、
七
○
八
～
九
頁
。

（
邪
）
こ
の
宣
長
と
正
反
対
の
立
場
か
ら
人
間
の
甘
さ
を
指
摘
し
て
い

た
の
が
、
闇
斎
学
派
の
な
か
で
神
儒
一
致
を
批
判
し
た
佐
藤
直
方
で

あ
る
。
「
学
者
ハ
自
己
ノ
理
ヲ
信
ズ
ル
デ
ナ
ケ
レ
バ
本
ノ
コ
ト
デ
ハ

ナ
イ
。
聖
賢
ヲ
信
ズ
ル
ハ
善
イ
ハ
善
イ
ケ
レ
ト
モ
、
我
理
ヲ
信
ズ
ル

ニ
ハ
及
ズ
ヌ
。
曾
子
子
夏
ニ
テ
見
ル
ベ
シ
。
程
子
日
、
信
人
而
不
信

理
、
神
道
者
ノ
神
明
ヲ
信
ジ
テ
ア
ソ
コ
ヘ
ト
リ
ッ
ク
ハ
、
本
ヲ
失
フ

タ
モ
ノ
ナ
リ
。
人
々
有
尊
於
己
者
、
天
理
也
、
其
尊
無
対
。
我
心
ョ

リ
外
二
頼
ミ
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
・
」
（
『
鍋
蔵
録
』
巻
三
）
。
直
方

に
よ
れ
ば
、
神
道
者
が
神
の
存
在
を
も
ち
だ
す
の
は
「
本
ヲ
失
」
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
不
純
な
「
我
一
分
ノ
冥
加
ヲ
モ
ト
メ
」
る
心
が

ま
じ
っ
て
い
る
。
「
日
本
デ
神
ヲ
尊
敬
ス
ル
ハ
皆
我
一
分
ノ
冥
加
ヲ

モ
ト
メ
タ
モ
ノ
ナ
リ
・
」
（
同
右
）
・
最
後
の
と
こ
ろ
に
神
を
お
く
限
り
、

（
鯛
）
前
掲
『
近
世
神
珪

（
別
）
『
直
毘
霊
玉
鉾

（
別
）
注
（
８
）
前
掲
書
、

（
犯
）
同
右
、
三
八
頁
。

（
銘
）
注
（
〃
）
前
掲
書
、

（
弘
）
同
右
、
二
八
九
舌

注
（
〃
）
前
掲
書
、

同
右
、
二
八
九
頁

善
も
あ
り
、
悪
き
も
あ
り
」
（
『
く
ず
花
』
巻
上
、
全
八
、
一
四
七
頁
）

と
説
き
、
「
真
心
」
を
「
産
巣
日
神
の
御
霊
」
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ

た
「
生
れ
つ
る
ま
ま
の
心
」
だ
と
す
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
宣

長
が
「
真
心
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に
感
通
す
る
と
は
説
い

て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
論
理

的
に
「
真
心
」
は
め
ざ
す
べ
き
価
値
理
念
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。

（
羽
）
前
掲
『
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
四
五
～
六
頁
。

（
別
）
『
直
毘
霊
玉
鉾
百
首
』
（
岩
波
文
庫
、
三
六
年
）
八
八
頁
。

（
別
）
注
（
８
）
前
掲
書
、
二
二
○
頁
。

。 一
七
○
頁
。

こ
の
功
利
性
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
人
は
「
神
ノ
冥
加
」

な
ど
を
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
「
自
己
ノ
理
」
を
信
じ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
我
心
ョ
リ
外
二
頼
ミ

カ
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
誠
」
「
正
直
」

と
言
っ
て
も
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
神
の
恵
み
を
期
待
し
て
、
神

に
も
た
れ
か
か
る
「
心
だ
に
」
の
論
理
の
も
つ
人
間
の
甘
さ
を
、
直

方
一
流
の
論
理
的
徹
底
性
に
よ
っ
て
暴
露
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
直
方
は
、
宣
長
と
は
対
極
の
地
点
か
ら
「
心
だ
に
」
の
論

理
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
訂
）
『
選
集
倫
理
御
進
講
草
案
』
（
第
一
書
房
、
三
八
年
）
三
五
頁
。

（
愛
知
教
育
大
学
助
教
授
）

'ﾗラ 宣長における「心だに」の論理の否定


