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巻
六
三
1
話
「
震
旦
秦
始
皇
時
天
竺
僧
渡
語
」
は
、
当
初
の
計
画
で
は
巻
十

．
に
収
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
編
集
の
す
す
む
な
か
で
変
更
さ
れ
、

巻
六
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
ふ
れ

（
注
1
，
一
〇
）

ナ 
．
六
1
の
、
い
わ
ゆ
る
天
竺
僧
渡
来
諌
が
巻
十
に
収
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
、
十
1
（
鈴
鹿
本
）
に
残
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
本
文
標
題
に
よ
っ
て
た

し
か
め
ら
れ
る
。

 
 
秦
姶
皇
時
短
天
竺
渡
利
房
語

 
十
1
は
、
秦
の
建
国
と
滅
亡
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
本
文
標
題
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
、
天
竺
渡
り
の
僧
は
登
場
し
な
い
。
と
う
ぜ
ん
、
僧
の
名
を
利
房
と

す
る
部
分
も
な
い
。
右
の
本
文
標
思
は
、
十
1
の
内
容
と
ま
っ
た
く
重
な
り
あ

う
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

 
十
1
の
本
文
標
題
の
さ
し
示
す
と
こ
ろ
は
、
六
1
の
本
文
内
容
と
合
致
す

'
る
。
六
1
の
標
題
に
は
利
房
の
名
は
か
か
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
は
な
し
そ
の

も
の
は
利
房
に
焦
点
が
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
十
1
の
本
文
標
題
が
、
本
来
、

六
1
所
載
の
は
な
し
に
冠
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。

 
十
1
は
、
は
な
し
を
さ
し
か
え
る
に
際
し
て
、
不
用
意
に
も
、
本
文
標
題
だ

け
は
訂
正
を
ぬ
か
っ
て
、
元
の
も
の
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

 
は
な
し
の
移
動
の
方
向
を
そ
の
逆
だ
と
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
巻
心
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

ら
巻
4
へ
移
行
さ
せ
る
た
め
の
第
一
段
階
と
し
て
、
本
文
標
題
だ
け
を
ま
ず
巻

十
に
移
し
た
の
だ
と
す
る
解
釈
は
、
天
竺
僧
渡
来
諌
（
利
房
渡
来
諺
）
の
内
容
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

か
ら
し
て
な
り
た
た
な
い
。
十
1
は
、
こ
れ
も
別
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ

が
、
始
皇
の
為
政
に
か
か
わ
る
は
な
し
を
必
要
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
現
行
十

1
の
内
容
と
て
、
か
な
ら
ず
し
も
編
者
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
そ
な
え

て
い
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
、
利
房
渡
来
諌
の
ば
あ
い
よ
り

も
優
位
に
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。
優
位
な
条
件
を
そ
な
え
た
も
の
を
、
劣
者

に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

 
さ
て
、
利
房
渡
来
諏
が
巻
十
か
ら
十
六
に
移
さ
れ
た
と
き
、
本
文
内
容
に
手

が
加
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
標
題
に
は
修
正
が
こ
こ

ろ
み
ら
れ
た
。
百
貨
で
は
、
「
従
天
竺
渡
利
房
語
」
と
明
示
さ
れ
て
い
た
天
竺

僧
の
名
ま
え
〈
利
房
〉
が
削
除
さ
れ
、
巻
六
で
は
「
天
竺
僧
渡
語
」
と
、
よ
り
．

一
般
化
さ
れ
て
い
る
。
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、

「
こ
の
修
正
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
の
あ
り
よ
ヶ
の
一
端
を
、
・
か
な
り

端
的
に
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

 
利
房
渡
来
諏
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
収
録
が
き
め
ら
れ
て
い

た
巻
か
ら
、
他
の
巻
に
配
置
が
え
を
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
で
き
る
は
な
し
が
ほ

か
に
二
話
あ
る
。
四
3
1
と
四
3
2
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
遺
詠
か
ら
移
籍
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
話
の
う
ち
、
四
3
1
は
六
1
の
ば
あ
い
と
は
逆
で
、
巻

十
で
は
く
医
師
〉
と
普
通
名
詞
で
表
現
し
て
あ
る
部
分
が
、
あ
ら
た
に
配
属
さ

れ
た
憎
愛
で
は
く
菅
婆
V
と
、
個
有
名
詞
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。

 
個
有
名
詞
か
ら
普
通
名
詞
に
手
な
お
し
さ
れ
た
六
1
と
、
逆
に
、
普
通
名
詞

か
ら
個
有
名
詞
に
変
更
さ
れ
た
四
3
1
と
、
修
正
の
さ
れ
方
は
現
象
と
し
て
は
違

う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
改
変
の
根
は
同
じ
と
こ
ろ
が
ら
発
し
て
い
る
よ
う

だ
。
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利
房
渡
来
課
が
巻
十
か
ら
巻
六
に
移
さ
れ
た
と
き
、
な
ぜ
利
房
渡
来
諌
か
ら

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

天
竺
僧
渡
来
諌
に
変
え
ら
れ
た
の
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
な
ぜ
十
1
で
は
利
房

渡
来
課
で
あ
り
え
た
も
の
が
、
六
1
で
は
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

 
結
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
十
工
と
六
1
と
の
、
 
『
今
昔
物
語

集
』
の
な
か
に
お
け
る
立
場
の
相
違
に
よ
っ
て
い
る
。

 
巻
十
は
、
 
〈
国
史
〉
と
銘
う
っ
た
巻
の
冒
頭
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
皇
「

帝
に
か
か
わ
る
は
な
し
が
時
代
を
追
う
て
配
列
し
て
あ
る
。
第
2
話
に
高
祖
が

配
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
も
、
第
1
話
絃
始
皇
に
関
す
る
は
な
し
で
な
．

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
、
．
そ
れ
も
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
尊
皇
を
主
人
公
と
す

る
、
彼
の
為
政
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
期
待
ど

お
り
の
は
な
し
が
見
つ
か
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か
で
妥
協
す
る
ほ
か
な

い
。
こ
の
ば
あ
い
、
ゆ
ず
れ
な
い
の
は
三
皇
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
る
点
で
あ

る
。
第
一
次
案
で
収
録
が
予
定
さ
れ
て
い
た
利
房
渡
来
謂
は
、
そ
う
し
た
事
情

で
採
用
が
き
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
，

 
十
1
に
収
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
房
渡
来
謳
の
内
容
は
、
本
文
が
残
っ

て
い
な
い
か
ら
六
1
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
が
。
そ
こ
で
は
始
発
は
、
い
わ

ば
狂
言
ま
わ
し
の
役
を
は
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
半
部
に
は
、
天
竺
か

ら
聖
教
を
た
ず
さ
え
て
渡
来
し
た
利
房
ら
の
一
行
を
、
金
轡
が
尋
問
し
た
後
、

投
獄
す
る
ま
で
の
く
だ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
な
ら
、
諸
君
の
為
政
「

の
一
環
と
み
な
し
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
は
な
し
の
興
味
の
中
心
は
、
後
半
の

投
獄
さ
れ
た
利
房
ら
の
一
・
行
が
、
祈
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
虚
空
に
あ
ら
わ
れ

た
丈
六
の
釈
迦
如
来
の
助
け
を
え
、
始
皇
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
王
難
を
の
が
れ

た
点
に
あ
る
。
よ
り
適
切
な
資
料
が
入
手
さ
れ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
排
除
さ
れ
る

べ
き
内
容
な
の
だ
。

 
妥
協
の
結
果
と
し
て
の
利
房
渡
来
課
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
 
「
秦
始
皇

時
」
が
最
関
心
事
だ
っ
た
の
だ
。
 
「
従
天
竺
渡
利
房
語
」
の
部
分
は
、
さ
し
て

も
ん
だ
い
に
も
な
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
利
房
の
名
ま
え
が
あ

っ
て
も
、
始
二
念
と
し
て
の
十
1
の
妨
げ
に
は
な
ぢ
な
い
と
の
判
断
も
あ
っ
た

ろ
う
。

 
と
こ
ろ
が
六
1
に
な
る
と
、
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
利
房
の
名
ま
え
は
不
必

要
な
ば
か
り
で
な
く
、
邪
魔
な
の
だ
。

 
巻
雲
は
、
仏
教
の
伝
来
を
構
想
の
基
軸
に
す
え
て
い
る
。
六
1
に
は
、
始
皇

に
関
す
る
は
な
し
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
仏
教
伝
来
に
関
す
る
は
な
し
で
も

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
選
択
の
余
地
の
少
な
い
、
き
び
し
い
条
件
が
付
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与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ふ
た
つ
の
条
件
を
兼
ね
そ
な
え
た
利
房
渡
来

諌
は
、
六
1
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
資
料
で
あ
っ
た
。
'

 
た
だ
利
房
渡
来
諌
は
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
仏
教
渡
来
諌
と
い
う
よ
り
、

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

仏
教
渡
来
失
快
調
で
あ
る
。
利
房
の
名
ま
え
を
出
せ
ば
、
そ
の
失
敗
諌
な
い

し
、
不
成
功
諏
と
し
て
の
側
面
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
本
文
で
は
避
け
ら
れ

な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
標
題
で
は
仏
教
伝
来
謂
の
か
た
ち
を
確
保
し
た

い
、
と
な
る
と
利
房
の
名
ま
え
は
消
去
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
じ
っ
さ
い
、
六
1
に
必
要
な
の
は
、
「
だ
れ
が
天
竺
か
ら
来
た
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
僧
が
来
た
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
つ
づ
く

．
六
2
の
標
題
が
「
仏
法
渡
語
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ

．
つ
。

・
六
2
は
、
後
漢
の
三
三
の
と
ぎ
、
摩
騰
迦
・
竺
法
蘭
の
二
人
が
、
仏
舎
利
と

正
教
と
を
た
ず
さ
え
て
渡
来
し
、
仏
法
の
受
入
れ
に
反
対
す
る
五
聖
の
道
士
ら

と
争
っ
た
う
え
で
、
震
旦
へ
の
定
着
に
成
功
す
る
は
な
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

興
味
の
中
心
は
、
天
竺
僧
と
三
岳
の
道
士
た
ち
と
の
、
・
い
わ
ば
宗
教
戦
争
の
さ

ま
に
あ
る
の
だ
が
、
標
題
は
そ
う
し
た
具
体
的
な
こ
と
ど
も
に
は
い
つ
さ
い
ふ

れ
ず
、
人
名
さ
え
毛
無
視
し
て
、
た
だ
、
「
後
漢
明
解
時
仏
法
語
語
」
と
す
る
。

 
始
皇
の
弾
圧
に
よ
っ
て
震
旦
に
定
着
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
け
れ
ゼ

も
沸
利
房
ら
の
一
行
も
ま
た
、
 
「
法
文
・
聖
教
」
を
た
ず
さ
え
て
渡
来
し
て
い

る
。
 
〈
渡
語
〉
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
第
1
話
は
第
2
話
と
同
種
同
類
の

は
な
し
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
編
者
は
第
1
話
を
「
僧
」
と
し
、
第
2
話
を

 
「
仏
法
」
と
区
別
し
て
い
る
。

 
、
六
1
に
編
者
が
な
に
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。

標
題
も
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
方
向
で
決
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

組
織
へ
の
こ
だ
わ
り
 
一
『
今
昔
物
語
集
』
標
題
考
一

 
六
1
の
類
話
が
『
打
聞
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
に
あ
る
。
前
者
は

「
尺
迦
如
来
験
事
」
と
、
・
後
半
部
を
ふ
ま
え
た
標
題
を
付
し
て
お
り
、
後
者
は

「
秦
始
皇
天
竺
よ
り
来
僧
禁
獄
の
事
」
と
、
前
半
部
を
ふ
ま
え
た
標
題
を
付
し

て
い
る
。
 
「
打
聞
集
」
に
せ
よ
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
せ
よ
、
本
文
内
容
と
の

か
ら
み
か
ら
い
え
ば
、
標
題
と
し
て
の
許
容
範
囲
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。

 
し
か
し
六
1
の
標
題
は
、
あ
く
ま
で
も
「
天
竺
僧
渡
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
だ
。

 
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
組
織
の
論
理
で
あ
る
。
標
題
は
、
個
々
の
は

な
し
の
顔
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
組
織

に
、
き
っ
ち
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

5

 
『
今
昔
物
語
集
」
の
標
題
が
組
織
の
論
理
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
各
巻
に
散
見
す
る
本
文
内
容
と
齪
侍
す
る
標
題
の
付
さ
れ
て
い
る
例
か

ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
齪
齪
の
成
因
に
は
、
十
1
に
取
り
残
さ
れ
た
本

文
標
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
不
用
意
さ
、
あ
る
い
ば
未
成
熟
さ
に
よ
る
不
作

意
の
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、
お
お
く
は
作
意
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
作
意
は
、

本
文
内
容
へ
の
奉
仕
よ
り
も
、
組
織
へ
の
忠
誠
を
重
ん
ず
と
こ
ろ
が
ら
発
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
す
で
に
嘘
寝
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
震

旦
部
が
ら
二
・
三
の
例
を
あ
げ
て
再
説
し
て
お
き
た
い
。

 
た
と
え
ば
、
六
1
8
「
震
旦
墨
筆
手
元
寿
造
弥
陀
像
生
極
楽
語
」
の
ば
あ
い
、

標
題
か
ら
す
れ
ば
と
う
ぜ
ん
、
弥
陀
の
像
を
作
っ
た
張
元
寿
が
、
そ
の
功
徳
に

よ
っ
て
極
楽
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
内
容
が
意
想
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
元
寿
以
外
の
人
物
が
弥
陀
の
像
を
作
っ
た
と
解
す
る
余
地
も
、
極
楽
往

臼01〕



生
を
し
た
の
が
繋
駕
以
外
、
の
人
物
だ
と
解
す
る
余
地
も
、
こ
の
標
題
に
は
ま
つ
，

た
く
な
い
。

 
し
か
し
、
じ
つ
は
、
弥
陀
の
像
を
作
っ
た
の
は
元
寿
だ
が
、
極
楽
往
生
を
し

た
の
は
彼
で
は
な
い
。
蓄
蔵
の
両
親
な
の
で
あ
る
。
元
寿
が
弥
陀
の
像
を
作
っ

た
の
も
、
両
親
の
後
世
を
救
わ
ん
が
た
め
な
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
は
な
し
の
出
典
で
あ
る
“
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
上
1
4
も
、
こ
の
点
は

は
っ
き
り
し
て
い
て
、
 
「
丼
州
張
元
号
為
亡
親
造
阿
弥
陀
像
感
応
」
と
の
標
題

を
か
か
げ
て
い
る
。
 
〈
為
養
親
〉
は
、
発
願
の
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
救
わ

れ
る
も
の
が
だ
れ
か
を
示
す
、
平
話
の
も
っ
と
も
重
要
な
眼
目
で
あ
る
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
1
8
は
そ
の
〈
為
亡
親
〉
に
相
当
す
る
部
分
を
欠
い
て

い
る
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
不
用
意
さ
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
．
あ
る
い
は
、
読
み
す
す
ん
で
い
っ
て
は
じ
め
て
、
救
わ
れ
る
の
が
元
寿

'
本
人
で
は
な
く
、
彼
の
両
親
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
せ
る
意
外
性
の
効
果
を

も
く
ろ
ん
だ
、
意
図
的
な
措
置
な
の
だ
ろ
う
か
。

 
い
ず
れ
で
も
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
前
話
と
の
標
題
の
形
式
を
統
一
し
、

た
組
織
の
論
理
よ
り
発
し
て
い
る
の
だ
。
六
1
7
の
標
題
は
「
震
旦
開
覚
藍
建
喩

造
弥
陀
像
生
光
耳
語
」
。
個
有
名
詞
の
部
分
が
違
う
だ
け
で
、
形
式
は
六
1
8
と

完
全
に
一
致
す
る
。

 
六
1
7
の
標
題
に
も
、
多
少
の
無
理
が
あ
る
。

 
標
題
か
ら
す
れ
ば
六
1
7
も
、
弥
陀
の
像
を
作
っ
た
道
喩
が
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ
て
極
楽
往
生
を
果
た
し
た
と
の
吋
容
が
予
想
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
レ
か

に
道
寄
は
極
楽
往
生
を
し
て
い
て
、
六
1
8
の
元
寿
の
ば
あ
い
と
は
違
う
。
し
か

し
道
喩
の
極
楽
往
生
は
、
弥
陀
像
を
作
っ
た
こ
と
と
直
結
す
る
も
の
で
は
な

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■

 
毒
舌
は
ま
ず
、
栴
檀
を
も
っ
て
三
寸
の
弥
陀
像
を
作
っ
た
功
徳
に
よ
り
、
死

後
七
日
め
に
蘇
生
す
る
。
生
き
返
っ
て
か
ら
の
道
喩
は
、
死
ん
で
い
た
問
に
え

た
弥
陀
の
告
示
に
し
た
が
っ
て
、
翠
黛
を
も
っ
て
沐
浴
し
、
餓
悔
を
し
、
さ
ら

に
は
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
念
仏
を
修
す
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
た
後
、
ふ
た

た
び
死
ぬ
。
造
像
は
極
楽
往
生
の
ひ
と
つ
の
因
で
は
あ
る
が
、
蘇
生
し
て
か
ら

の
、
弥
陀
の
告
示
に
し
た
が
っ
た
営
為
が
な
け
れ
ば
極
楽
往
生
は
不
能
で
あ

り
、
単
な
る
蘇
生
諌
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
六
1
7
で
も
、
極
楽
往
生
へ
の
も
つ

」
と
も
肝
要
な
部
分
が
標
題
か
ら
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
七
3
1
「
為
業
書
写
法
花
経
書
難
人
語
」
は
、
奇
妙
な
標
題
だ
。
馬
を
救
う
た

め
に
法
花
経
を
書
写
し
た
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
馬
が
救
わ

れ
た
の
で
は
な
く
、
写
経
を
し
た
人
が
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
奇
妙
な
の
は
、
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
文
中
に
は
、
馬
を
救
わ

ん
と
し
て
法
花
経
の
書
写
を
し
た
場
面
も
な
け
れ
ば
、
写
経
に
よ
っ
て
難
を
ま

ぬ
が
れ
た
人
も
登
場
し
な
い
。
標
題
と
本
文
匹
容
と
の
懸
隔
は
、
は
な
は
だ
し

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
本
盗
の
主
人
公
は
死
に
臨
ん
で
、
死
後
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
従
者
と
馬

と
を
殺
す
よ
う
家
人
に
求
め
る
。
家
人
は
従
者
を
ま
ず
殺
す
。
し
か
し
四
日
後

に
、
従
者
は
蘇
る
。
蘇
え
？
た
従
者
は
、
冥
界
で
の
主
人
の
責
苦
の
状
況
を
報
．

回
し
、
読
経
の
声
が
聞
え
て
少
し
楽
に
な
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
責
苦
は
続
い
て

い
る
か
ら
、
法
花
経
の
書
写
と
造
仏
と
を
し
て
難
を
救
っ
て
ほ
し
い
と
の
伝
言

を
伝
え
る
。
．

 
 
 
 
「
家
ノ
人
、
此
ノ
事
ヲ
聞
テ
、
弥
ヨ
信
ヲ
発
シ
テ
、
其
ノ
日
ヲ
以
テ
斎

 
 
会
ヲ
設
ク
。
家
ノ
財
物
ヲ
傾
ケ
テ
、
功
徳
ヲ
修
シ
、
門
ヲ
合
セ
テ
専
二
善

 
 
根
ヲ
労
ミ
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
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＼

 
と
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
主
人
公
の
要
求
ど
お
り
に
家
人
は
写
経

を
し
、
造
仏
を
し
て
、
そ
の
結
果
、
彼
の
苦
は
救
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
察
せ
心

れ
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
は
な
し
の
外

の
こ
と
。
は
な
し
の
中
で
難
を
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
。
あ
え
て
近
似
し
た
場

面
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
読
経
に
よ
っ
て
責
苦
が
軽
減
さ
れ
た
部
分
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

 
一
方
、
馬
は
、
主
人
か
ら
殺
す
よ
う
求
め
ち
れ
は
し
た
け
れ
ど
、
け
っ
き
ょ

く
殺
さ
ず
じ
ま
い
に
終
っ
て
い
る
。
本
文
に
も
「
馬
ヲ
バ
未
ダ
不
殺
ズ
」
と
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
馬
の
苦
を
救
う
必
要
は
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
写
経
を
す

る
必
要
な
ど
も
、
ま
っ
た
く
な
い
。
写
経
を
意
味
す
る
か
と
み
ら
れ
る
部
分

は
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
本
文
中
に
求
め
ら
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
主
人
の
苦
を
救
う
た
め
な
の
で
あ
っ
て
、
馬
の
苦
を
救
う
た
め
で
は
な
い
。

 
こ
う
し
た
、
本
文
内
容
と
い
か
に
も
か
け
は
な
れ
た
標
題
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
付
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
次
話
と
の
関
連
を
お

い
て
は
っ
け
ら
れ
な
い
。

 
七
3
2
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
 
「
清
斉
寺
玄
渚
為

救
道
明
写
法
花
経
語
」

 
七
3
2
の
標
題
は
、
本
文
内
容
と
合
致
す
る
。
そ
こ
で
は
玄
渚
が
、
さ
き
に
死

ん
だ
同
門
の
道
明
と
遇
然
会
い
、
道
明
が
責
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
る
に

お
よ
ん
で
写
経
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
道
明
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
標
題

の
、
〈
為
救
〉
は
、
完
全
に
…
機
能
し
て
い
る
。

 
九
3
4
「
震
旦
刑
部
侍
郎
宗
行
質
行
冥
途
語
」
も
、
標
題
と
本
文
内
容
と
に
齪

齪
が
あ
る
。

 
こ
の
は
な
し
の
主
人
公
は
、
王
塒
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
王
璃
は
冥
途
に
召

組
織
へ
の
こ
だ
わ
り
一
「
今
昔
物
語
集
」
標
題
三
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

さ
れ
た
も
の
の
、
無
実
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
許
さ
れ
て
蘇
生
す
る
。
標
題

に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
宗
行
質
は
、
冥
界
か
ら
沙
婆
に
帰
る
途
中
の
王
鋳
を
呼

び
と
め
て
、
責
苦
か
ら
の
が
れ
る
手
だ
て
を
講
じ
て
ほ
し
い
と
要
望
す
る
役
割

を
は
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

 
そ
う
し
た
端
役
の
材
質
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
標
題
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
前
回
の
主
人
公
傅
変
と
の
関
連
に
よ
る
。
九
3
3
の
標
題
は
つ
ぎ
の
と
お

り
。
 
「
震
旦
大
森
令
傳
穴
蔵
冥
途
語
」

 
行
平
、
傅
変
は
、
と
も
に
〈
心
耳
仏
法
ヲ
不
信
〉
ぬ
官
僚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
彼
ら
は
、
冥
途
か
ら
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
九
3
4
で
、
事
実
上
の
主

人
公
で
あ
る
王
鋳
を
標
題
に
か
か
げ
る
と
、
な
か
ば
必
然
的
に
蘇
生
諌
に
な
っ

て
し
ま
う
。
醜
男
に
お
い
て
蘇
生
諌
は
、
第
3
2
話
ま
で
で
終
っ
て
い
る
。
こ
こ

は
く
行
冥
途
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

 
六
1
8
に
み
る
よ
う
な
、
救
わ
れ
る
人
物
の
標
題
か
ら
の
削
除
。
七
3
1
に
み
る

よ
か
な
、
救
い
の
対
象
で
な
い
馬
の
、
救
い
の
対
象
と
し
て
の
標
題
へ
の
添
加
。

そ
し
て
九
3
4
に
み
る
よ
う
な
、
本
来
主
人
公
で
あ
り
え
な
い
も
の
の
標
題
へ
の

掲
揚
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
組
織
の
論
理
が
優
先
さ
れ
た
措
置
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

4

 
標
題
ど
本
文
内
容
と
の
齪
酷
の
成
因
は
、
お
お
む
ね
標
題
の
側
に
あ
る
よ
う

層
だ
。
標
題
の
、
本
文
ば
な
れ
現
象
で
あ
る
。

 
逆
の
例
も
あ
る
。
本
文
の
、
標
題
ば
な
れ
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
標

題
に
お
け
る
組
織
の
論
理
は
生
き
て
い
る
。
六
1
6
「
震
旦
安
楽
寺
恵
海
書
弥
陀

出
生
極
楽
語
」
に
つ
い
て
み
よ
う
。
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六
1
6
は
標
題
か
ら
す
れ
ば
、
弥
陀
の
像
を
描
い
た
恵
海
が
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ
て
極
楽
往
生
を
と
げ
た
は
な
し
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
解

釈
の
出
る
余
地
は
な
い
。

 
じ
じ
つ
、
六
1
6
話
の
前
後
は
、
い
ず
れ
も
く
造
弥
陀
官
倉
極
楽
語
〉
で
あ
る
。

六
1
6
は
、
〈
書
弥
陀
像
〉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
位
置
に
存
在
し
う
る
の
だ
。

 
と
こ
ろ
が
本
文
申
に
は
、
恵
海
が
弥
陀
の
画
像
を
描
い
た
と
の
記
事
は
な

い
。
六
1
6
に
登
場
す
る
弥
陀
の
画
像
は
、
済
州
の
僧
道
領
が
恵
海
の
も
と
に
持

っ
て
来
た
一
幅
の
み
で
あ
り
》
そ
の
画
像
は
道
領
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
天
竺
の
鶏
頭
摩
寺
の
五
体
の
菩
薩
が
神
通
力
で
極
楽
世
界
に
行
き
、
弥
陀

を
見
て
図
絵
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
恵
海
は
そ
の
画
像
を
礼
拝
し
つ
つ
、
あ
る

暁
方
に
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

 
も
し
六
1
6
の
本
文
内
容
が
本
来
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
六
1
6

に
配
置
す
る
た
め
に
、
標
題
に
だ
け
〈
蟄
弥
陀
像
〉
を
挿
入
し
た
も
の
だ
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
標
題
と
本
文
内
容
と
の
塑
酷
の
成
因

は
、
標
題
の
側
に
で
は
な
く
、
本
文
の
側
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 
『
三
宝
感

応
要
略
録
』
上
と
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
め
ら
れ
る
。

 
『
要
略
録
」
上
1
2
は
、
 
「
随
安
楽
寺
男
恵
海
図
尊
無
量
寿
像
感
応
」
と
の

標
題
を
そ
な
え
て
お
り
、
恵
海
が
弥
陀
像
を
描
い
た
こ
と
が
明
示
し
て
あ
る
。

標
題
だ
け
で
は
な
い
。
本
文
中
に
も
、
そ
の
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
道
書

（
『
要
略
録
」
で
は
「
道
鈴
」
）
の
も
た
ら
し
た
画
像
に
い
た
く
感
動
し
た
恵

海
は
、
そ
れ
を
模
写
し
て
、
極
楽
往
生
を
ひ
た
す
ら
願
う
。
当
該
部
分
は
つ
ぎ

の
と
お
り
。

 
 
正
命
礼
餓
。
革
命
空
唾
始
燦
。
度
所
希
幸
。
於
是
模
写
離
苦
。
願
四
球

 
 
土
。
点
景
為
念
。

 
六
1
6
は
、
、
『
要
略
録
』
上
1
2
に
ほ
ぼ
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
な
が
ら
、
も
っ

と
も
か
ん
じ
ん
な
-
線
部
分
を
欠
い
て
い
る
。
当
該
部
分
は
つ
ぎ
の
と
お

り
。 

 
即
チ
、
仏
ノ
像
ヲ
見
奉
ル
ニ
、
正
フ
光
り
耀
キ
給
フ
。
恵
海
、
希
有
ノ
思

 
 
ヒ
ヲ
成
シ
テ
、
即
チ
、
此
ノ
極
楽
世
界
二
生
レ
ム
事
ヲ
願
フ
。

 
六
1
6
が
〈
模
写
〉
云
々
の
記
文
を
欠
い
て
い
る
理
由
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
部
分
の
欠
落
し
た
『
要
略
録
」
に
依
拠
し
た
可
能
性

も
、
そ
の
ひ
と
つ
。
い
っ
た
ん
成
立
し
た
後
、
清
書
あ
る
い
は
転
写
の
過
程
で

脱
落
し
た
可
能
性
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
成
立
前
や
成
立
後
に
因
を
求
め
る
よ
り
も
、

本
文
策
定
時
に
求
め
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
は
ど
も
か
く
、
本
文
策
定
時
に
、
 
〈
模
写
〉
云
々
の
記
文
は
消
去
さ
れ
た
も

の
の
よ
う
に
み
え
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
意
識
の
ゆ
れ
に
も
と
つ

く
。

 
『
要
略
録
』
上
1
2
の
よ
う
に
、
道
領
の
持
っ
て
来
た
弥
陀
の
画
像
に
感
銘
を

受
け
、
こ
れ
を
模
写
し
て
極
楽
往
生
を
願
っ
た
と
す
る
よ
り
も
、
六
1
6
の
ば
あ

い
の
よ
う
に
、
道
領
の
持
っ
て
来
た
画
像
、
す
な
わ
ち
、
弥
陀
を
実
見
し
て
描

い
た
と
い
う
画
像
へ
の
感
動
が
、
恵
海
の
極
楽
往
生
へ
の
願
望
を
刺
戟
し
た
と

す
る
方
が
、
極
楽
往
生
に
視
点
を
す
え
る
と
き
、
直
接
的
で
、
は
る
か
に
印
象

が
強
烈
で
あ
る
。

 
本
文
策
定
時
の
編
者
の
意
識
は
Y
お
お
き
く
＜
生
極
楽
〉
に
傾
い
て
い
た
の

だ
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
〈
模
写
〉
云
々
の
記
文
を
消
去
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

・
う
。
．
〈
生
極
楽
〉
の
因
は
、
本
来
〈
書
弥
陀
像
〉
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
。

こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
画
像
へ
の
ひ
た
む
き
な
礼
拝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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と
ま
れ
、
〈
模
写
〉
と
同
義
語
で
あ
る
標
題
の
〈
讃
弥
陀
像
〉
は
、
本
文
か

ら
直
接
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

 
標
題
は
、
も
と
も
と
、
は
な
し
そ
の
も
の
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
」
と
い
う
枠
の
な
か
で
は
、
逆
に
本
文
に
先
行

し
て
い
る
。
層
六
1
6
の
事
例
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

5
、

 
標
題
は
本
文
に
先
行
し
、
本
文
を
方
向
づ
け
る
。
さ
衷
ざ
ま
な
解
釈
の
可
能

な
本
文
へ
の
、
解
釈
の
一
F
元
化
を
は
か
る
機
能
を
も
つ
。
一
元
化
は
と
う
ぜ

ん
、
組
織
体
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
、
あ
る
べ
き
姿
を
集
約
す
る
方
向

べ
む
か
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
。
マ
天
竺
部
も
震
旦
部
も
、
そ
し
て
本
朝
部
も
、
こ

の
点
に
変
り
は
な
い
。
，

 
四
1
3
「
天
竺
人
海
中
値
悪
書
人
妻
比
丘
教
無
害
語
」
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ

・
れ
は
、
多
様
な
解
釈
の
可
能
な
は
な
し
で
あ
る
。

 
四
1
3
に
は
、
三
人
の
人
物
と
一
頭
の
龍
と
が
登
場
す
る
。
三
人
の
人
物
と

は
、
海
を
渡
っ
て
交
易
を
す
る
商
人
、
道
中
の
安
全
を
は
か
る
た
め
に
商
人
の

連
れ
て
い
る
比
丘
、
そ
・
れ
に
船
頭
で
あ
る
。
龍
を
ふ
く
め
て
、
彼
ら
は
、
い
ず

れ
も
四
1
3
の
主
人
公
と
な
り
う
る
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
。

 
現
象
的
に
、
も
っ
と
も
活
躍
す
る
の
は
船
頭
で
あ
る
。
彼
は
、
優
婆
塞
に
変

じ
た
龍
王
が
、
同
船
し
て
い
る
比
丘
へ
の
怨
み
を
は
ら
す
た
め
に
悪
風
を
起
し

た
こ
と
を
知
る
と
、
龍
王
を
説
得
す
る
一
方
で
、
比
丘
に
経
を
読
ま
せ
る
。
そ

の
結
果
、
比
丘
を
ふ
く
む
船
中
の
人
々
は
事
な
き
を
え
、
龍
王
も
ま
た
蛇
身
を

は
な
れ
て
天
上
に
生
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

 
船
頭
が
オ
モ
テ
の
主
役
だ
と
す
れ
ば
、
比
丘
は
ウ
ラ
の
主
役
で
あ
る
。
彼

組
織
へ
の
こ
だ
わ
り
一
『
今
昔
物
語
集
」
標
題
考
1

は
、
前
生
、
人
間
で
あ
っ
た
当
時
の
龍
王
の
供
養
を
受
け
な
が
ち
、
そ
れ
に
報
・

い
な
か
っ
た
た
め
に
怨
を
買
い
、
あ
わ
や
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
船
頭
の

と
り
な
し
で
読
経
を
し
、
龍
王
を
天
上
に
転
じ
さ
せ
る
。
は
な
し
の
表
面
に
こ

そ
あ
ま
り
出
な
い
が
、
発
端
か
ら
結
末
ま
で
、
比
丘
を
中
心
に
し
て
事
件
は
展

開
し
て
い
る
。

 
よ
り
ひ
ど
い
責
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
の
わ
き
ま
え
も
な
く
、

怨
み
を
は
ら
す
た
め
に
、
し
ゃ
に
む
に
比
丘
を
殺
そ
う
と
す
る
も
の
の
、
船
頭

の
い
さ
め
に
耳
を
傾
け
て
読
経
を
聞
き
、
天
上
に
生
れ
る
こ
と
の
出
来
た
龍
王

も
ま
た
、
転
生
諌
の
主
人
公
た
る
資
格
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

 
主
人
公
と
主
題
と
は
、
連
動
し
て
い
る
℃
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

 
主
人
公
を
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
を
読
み
か
え
た
か
っ
こ
う
の

例
と
し
て
、
二
四
5
6
「
播
磨
国
郡
司
家
書
読
和
歌
語
」
と
、
二
五
7
「
藤
原
保

昌
朝
臣
値
盗
人
袴
垂
語
」
と
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
、

 
こ
の
二
話
は
と
も
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
類
話
が
あ
り
、
前
者
に
は
「
播

磨
守
為
家
侍
さ
た
の
事
」
 
（
9
3
話
）
、
後
者
に
は
，
「
袴
野
合
保
昌
事
」
（
2
8
話
）

と
の
標
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
付
け
ら
れ
て
い
る
。
9
3
話
の
主
人
公
は
〈
さ
た
〉
で

．
あ
り
、
2
8
話
の
主
人
公
は
〈
袴
垂
〉
で
あ
る
と
、
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

 
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
両
性
の
主
人
公
は
、
本
文
の
趣
旨
と
も
｝
致
す
る
。

両
話
の
冒
頭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
○
今
は
昔
、
播
磨
の
守
為
家
と
い
う
人
あ
り
。
そ
れ
が
内
に
、
さ
せ
る
こ
と

 
 
も
な
き
侍
あ
り
。
あ
ざ
な
さ
た
と
な
ん
い
ひ
け
る
を
、
・
例
の
名
を
ば
呼
ば

 
 
ず
し
て
、
主
も
、
傍
輩
も
、
た
だ
、
「
さ
た
」
と
の
み
呼
び
け
る
。
（
9
3
話
）
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○
昔
、
袴
垂
と
て
、
い
み
じ
き
盗
人
の
大
将
軍
あ
り
け
り
。
 
（
2
8
話
）

 
冒
頭
に
主
人
公
を
提
示
す
る
の
は
物
語
の
伝
統
的
な
方
法
で
あ
る
。
説
話
集

，
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
法
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
（
両
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
」

に
み
る
か
た
ち
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
）

 
と
こ
ろ
が
「
今
昔
物
語
集
」
は
、
冒
頭
で
は
い
ず
れ
も
『
宇
治
拾
遺
物
語
」

と
同
じ
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
標
題
で
は
く
郡
司
家
女
〉
 
（
二
四
5
6
）
と
、

 
〈
藤
原
保
昌
〉
（
二
五
7
）
と
を
ハ
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。

 
こ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
。
巻
二
四
に
収
め
る
た
め
に
は
、
歌
を
詠
ん
だ
〈
郡

司
家
女
〉
が
主
人
公
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
巻
二
五
に
収
め
る
た
め

に
は
、
豪
胆
な
〈
藤
原
保
昌
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
 
『
宇
治
拾

遺
物
語
」
の
よ
う
に
〈
さ
た
〉
を
主
人
公
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
無
知
を
笑
う
は

な
し
と
な
り
、
巻
二
八
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
盗
人
の
大
将
軍
の

 
〈
三
三
〉
が
主
人
公
な
ら
、
巻
二
九
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情

も
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
珍
話
と
の
関
連
で
あ
る
。

二
四
5
5
が
「
大
隅
国
郡
司
、
読
和
歌
語
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
次
に
配
す
る
は

な
し
は
、
郡
司
の
か
ら
む
歌
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
．
二
四

56

ﾍ
、
そ
う
し
た
要
請
か
ら
採
択
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。
同
じ
よ
う
に
二
五
7

も
、
前
話
「
春
宮
大
進
源
頼
光
朝
臣
射
狐
語
」
の
、
守
護
神
の
助
け
に
よ
っ
て

超
人
的
な
弓
の
業
の
さ
え
を
み
せ
た
部
分
と
の
関
連
に
お
い
て
、
鬼
神
に
守
ら

れ
た
か
の
ご
と
き
不
可
思
議
な
迫
力
を
そ
な
え
た
〈
藤
原
保
昌
〉
が
選
定
さ
れ

た
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
前
話
と
の
あ
い
だ
で
標
題
の
調
整
は
お
こ
な

わ
れ
て
い
な
い
。

 
・
要
す
る
に
、
標
題
に
み
ら
れ
る
主
人
公
の
変
更
は
、
両
話
を
、
巻
二
四
と
巻

二
五
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
録
す
る
た
め
の
方
便
だ
っ
た
の
だ
。

 
ひ
る
が
え
っ
て
、
四
1
3
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。
へ

 
右
に
い
う
よ
う
に
、
船
頭
も
、
比
丘
も
、
そ
し
て
龍
王
も
、
主
人
公
た
り
う

る
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
。
し
か
し
、
標
題
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ

の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
主
人
公
は
「
於
海
里
値
悪
龍
人
」
。
つ
ま
り
、
道
中
の

安
全
の
た
め
に
比
丘
を
と
も
な
っ
て
い
る
交
易
商
人
な
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
本
文
標
題
冒
頭
の
「
天
竺
人
」
は
、
 
「
於
海
中
値
悪
龍
人
」
・
と
同
一

人
物
を
さ
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
目
録
標
題
の
よ
う
に
、
な
い
方
が
す
っ

き
り
す
る
。
同
様
の
例
は
四
2
0
に
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
 
「
天
竺
人
」
は
、
「
主

人
公
で
あ
る
「
為
国
王
被
召
異
人
」
と
同
一
人
物
を
さ
す
。

 
さ
て
、
四
1
3
に
登
場
す
る
人
物
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
影
の
う
す
い
商
人
を

あ
え
て
主
人
公
に
す
え
る
の
は
、
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
組
織

の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
前
話
と
の
関
連
に
お
い
て
、
〈
比
丘
教
〉

が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

 
〈
比
丘
教
〉
を
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
の

は
、
龍
王
が
救
わ
れ
た
と
す
る
方
法
と
、
・
船
中
の
人
々
が
救
わ
れ
た
と
す
る
方

法
と
で
あ
ろ
う
σ
し
か
し
、
龍
王
で
は
転
生
諌
と
な
っ
て
、
こ
の
位
置
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
。
前
回
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
現
世
で
の
、
難
を
ま
ぬ
が
れ
た

は
な
し
が
適
当
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
船
中
の
人
々
が
救
わ
れ
た
は
な
し
と
す

る
ほ
か
な
い
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
は
原
則
と
し
て
、
個
人
を
中
心
に
は
な
し
を

ま
と
め
る
と
い
う
方
向
を
と
る
か
ら
、
ζ
の
ば
あ
い
は
な
か
ば
必
然
的
に
、
船
-

申
の
人
々
を
代
表
す
る
商
人
を
標
題
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
於
海
中

値
龍
人
〉
が
き
ま
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
お
よ
そ
こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。

・
こ
の
は
な
し
に
お
い
て
商
人
を
主
人
公
に
み
た
て
る
方
法
は
、
け
っ
し
て
特

異
で
は
な
い
。
本
文
の
書
き
出
し
が
、
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今
昔
、
天
竺
ノ
人
ハ
道
ヲ
行
ク
時
ハ
必
ズ
比
丘
ヲ
具
ス
。
守
有
が
故
也
。

と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
も
そ
れ
は
い
い
う
る
し
、
名
大
本
『
百
因
縁
集
」
の
標
題

が
、
 
「
天
竺
道
行
事
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

〈
天
竺
道
行
〉
は
、
比
丘
で
も
な
け
れ
ば
、
船
頭
で
も
な
い
。
ま
し
て
龍
王
で

も
な
い
。
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
商
人
の
営
為
の
い
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

 
標
題
は
、
編
成
上
の
要
請
と
、
個
々
の
は
な
し
へ
の
興
味
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
．

の
な
か
で
策
定
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
両
者
は
、
歩
み
寄
り
不
能
の
対
立
状
況
に

常
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
拮
抗
す
る
と
き
、
前
者
は
後
者
に
優

先
す
る
。
編
成
上
の
要
請
も
ま
た
、
編
者
の
興
味
の
対
象
な
の
だ
。

 
標
題
は
、
つ
ま
り
、
享
受
者
と
し
て
の
、
ま
た
、
提
供
者
と
し
て
の
、
編
者

の
読
み
の
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
標
題
を
ふ
く
め
て
は
な
し

を
読
む
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
、
あ
ら
た
に
見
え
て
く
る
問
題

も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
近
時
の
小
峯
和
明
氏
の
試
み
は
、
そ
の
意
味
に

 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

お
い
て
留
意
さ
れ
る
。

 
た
だ
、
氏
の
四
1
3
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
つ
の
点
で
同
意
で
き
な
い
。

 
第
一
は
、
四
1
3
の
標
題
を
、
救
い
、
救
わ
れ
る
宗
教
上
の
本
質
的
な
課
題
を

あ
ぶ
り
出
す
た
め
の
か
ら
く
り
だ
と
主
張
す
る
点
。
氏
は
、
四
1
3
の
標
題
が
前

話
と
の
整
合
を
は
か
っ
た
も
の
だ
と
認
め
つ
つ
、
 
「
足
場
中
値
悪
龍
人
」
に
つ

い
て
、
・

 
 
話
を
読
み
進
む
に
つ
れ
、
龍
に
会
っ
た
「
人
」
と
は
比
丘
そ
の
人
が
む
し

 
 
ろ
ふ
さ
わ
し
く
、
害
を
免
れ
た
の
も
実
は
比
丘
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
、

 
 
と
読
者
は
思
い
当
る
。

組
織
へ
の
こ
だ
わ
り
・
1
「
今
昔
物
語
集
」
標
題
三
一

と
い
う
。

 
だ
し
か
に
四
1
3
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
多
様
な
解
釈
の
可
能
な
は
な
し

で
あ
り
、
救
い
、
・
救
わ
れ
る
と
い
う
解
釈
も
な
り
た
ち
う
る
。

 
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
素
材
と
し
て
の
当
該
話
が
本
来
的
に
内
包

す
る
多
様
性
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
四
1
3
の
標
題
の
関
知
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
標
題
の
「
於
海
中
値
悪
龍
人
」
を
比
丘
だ
と
解
す
る
こ
と
は
論
理

上
不
可
能
で
あ
る
し
、
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
じ
つ
は
比
丘
だ
っ
た
と
読
者
に

気
づ
か
せ
る
よ
う
な
、
迂
遠
で
、
高
度
な
標
題
を
設
定
す
る
は
ず
も
な
か
ろ
う
。

標
題
は
簡
明
直
戯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
気
付
か
な
い
読
者
を
築
港
去
り
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
を
置
き
．
去
り
に
し
た
の
で
は
、
惹
句
と

し
て
の
機
能
も
果
せ
な
い
。

 
第
二
は
、
四
1
3
の
標
題
を
完
全
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
未
定
稿
で
あ
る
。
標
題
も
な
お
ゆ
れ
て
い
る
。
六
1
の

痕
跡
が
十
1
の
本
文
標
題
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
、
本
文
標
題
と
目
録

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

標
題
と
の
ず
れ
が
各
巻
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
炉
い
う
る
。

 
組
織
の
論
理
で
、
つ
い
に
本
文
内
容
と
の
齪
齢
を
か
か
え
ご
ん
だ
ま
ま
終
る

標
題
も
あ
ろ
う
が
、
未
定
稿
だ
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
調
整
さ
れ
る
標
題
も
残

っ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
未
調
整
の
標
題
の
な
か
に
は
、
不
用
意
さ

や
、
表
現
の
未
熟
さ
に
よ
る
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

 
四
1
3
の
標
題
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

 
四
1
3
の
標
題
の
も
た
ら
す
混
乱
の
最
大
の
因
は
、
前
回
と
の
関
連
で
「
比
丘

教
」
を
置
い
た
も
の
の
、
そ
の
対
象
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
放
置
し
た
点
に
あ

る
。
 
「
教
」
対
象
が
「
悪
龍
」
と
し
て
あ
れ
ば
、
解
釈
の
一
元
化
は
達
せ
ら

れ
、
混
乱
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
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「
於
海
中
値
悪
龍
人
」
と
、
主
部
で
す
で
に
悪
龍
を
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
悪
龍
を
、
た
と
え
ば
悪
風
な
ど
と
置
き
か
え
、
「
教
」

の
対
象
と
し
て
、
述
部
に
龍
を
も
っ
て
来
れ
ば
、
編
者
が
標
題
で
意
図
し
た
と

こ
ろ
は
達
成
さ
れ
る
。
だ
が
、
 
「
値
悪
龍
」
の
印
象
の
強
烈
さ
が
、
そ
れ
を
三
脚

げ
た
の
だ
。

 
標
題
の
効
果
を
称
揚
す
る
の
は
よ
い
。
し
か
し
、
，
標
題
の
「
絶
妙
な
構
造
」

を
指
摘
す
る
に
際
し
て
、
本
文
内
容
と
ず
れ
の
あ
る
も
の
を
例
と
し
て
用
い
る

の
で
は
説
得
力
に
欠
け
る
。
そ
れ
は
、
例
外
的
な
存
在
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
か
り
に
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
編
者
が
標
題
の
効
果
的
な
運
用

を
も
く
ろ
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
も
・
の
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
む
し

ろ
、
本
文
内
容
と
合
致
す
る
も
の
の
な
か
に
こ
そ
、
 
「
絶
妙
な
構
造
」
は
認
め

ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

注
4
 
今
昔
物
語
集
の
表
題
と
物
語
（
国
文
学
研
究
・
9
2
集
）

注
5
 
今
昔
物
語
集
巻
一
の
標
題
に
つ
い
て
（
本
誌
2
2
号
）
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7

 
個
々
の
は
な
し
だ
け
で
な
く
、
標
題
に
ま
で
組
織
へ
の
配
慮
を
さ
せ
た
も
の

は
な
に
だ
っ
た
の
か
。
な
に
が
編
者
を
、
か
く
も
組
織
化
に
こ
だ
わ
ら
せ
た
の

か
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
実
態
解
明
へ
の
、
こ
れ
は
重
要
な
糸
口
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
・

注
1

旧注
．3 2

．
今
昔
物
語
集
の
編
集
過
程
（
本
誌
2
0
号
）

今
昔
物
語
巻
十
の
構
造
（
本
誌
2
1
号
）

震
旦
は
秦
に
は
じ
ま
る
（
本
誌
1
7
号
〉

今
昔
物
語
集
震
旦
部
の
標
題
に
つ
い
て
（
本
誌
8
号
）

今
昔
物
語
集
の
標
題
に
つ
い
て
（
本
誌
1
1
号
）


