
狂
言
「
呂
蓮
」
考

稲

田

秀

雄

は
じ
め
に

 
出
家
狂
言
「
下
歯
」
は
、
天
正
狂
言
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
近
世
初

期
以
降
の
諸
流
台
本
に
は
お
お
む
ね
見
え
る
曲
で
、
現
在
も
大
蔵
・
和
泉
両
流
の

現
行
曲
と
な
っ
て
い
る
。

 
一
人
の
旅
僧
（
シ
テ
）
が
と
あ
る
家
に
宿
を
借
り
る
。
家
の
主
は
か
ね
て
よ
り

出
家
の
望
み
が
あ
り
、
僧
の
教
化
を
聞
い
た
後
、
是
非
に
と
頼
ん
で
僧
に
剃
髪
し

て
も
ら
い
、
出
家
す
る
。
法
名
も
付
け
て
ほ
し
い
と
願
う
の
で
、
い
ろ
は
し
か
知

ら
な
い
僧
は
（
代
々
下
に
「
蓮
」
の
字
を
付
け
る
と
聞
い
て
）
、
「
い
蓮
」
「
は
蓮
」

「
よ
た
蓮
」
「
ち
り
ぬ
蓮
」
な
ど
と
並
べ
た
末
に
、
「
呂
蓮
」
と
付
け
る
。
と
こ
ろ

が
、
主
の
妻
が
こ
れ
を
知
っ
て
怒
り
、
出
家
を
思
い
止
ま
る
よ
う
に
迫
る
と
、
主

は
僧
が
無
理
に
頭
を
剃
っ
た
の
だ
と
責
任
を
僧
に
転
嫁
し
逃
げ
る
。
妻
は
迷
惑
す

る
僧
を
追
い
込
む
（
ま
た
は
、
僧
が
酷
い
目
に
あ
っ
た
と
こ
ぼ
し
、
今
後
人
の
頭

は
剃
る
ま
い
と
言
っ
て
終
わ
る
）
、
と
い
う
の
が
現
行
大
蔵
・
和
泉
流
の
筋
（
括
弧

内
の
留
め
は
和
泉
流
）
で
あ
る
。

 
本
曲
に
は
僧
と
と
も
に
夫
婦
が
登
場
す
る
。
夫
婦
も
狂
言
の
人
物
類
型
の
一
つ

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
僧
と
の
組
み
合
わ
せ
が
珍
し
い
。
夫
の
出
家
を
な
じ
る
妻
、

そ
の
妻
に
責
め
ら
れ
る
と
急
に
発
心
を
翻
す
夫
の
造
型
も
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
。

シ
テ
た
る
僧
以
外
の
人
物
も
個
性
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
本
曲
は
出
家
狂
言

中
の
特
色
あ
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

 
な
お
、
「
呂
蓮
」
と
同
様
の
筋
を
も
つ
類
曲
に
「
柱
杖
」
（
和
泉
流
現
行
曲
）
が

あ
る
。
比
較
的
類
型
性
の
乏
し
い
出
家
狂
言
に
お
い
て
、
こ
れ
も
珍
し
い
こ
と
で

 
（
1
）

あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
類
曲
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
以
下
、
「
三
江
」
の
構

想
・
形
成
・
近
世
初
期
以
降
の
展
高
等
に
関
わ
る
問
題
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に

し
た
い
。

一

 
こ
れ
ま
で
、
「
呂
蓮
」
と
い
う
作
品
を
単
独
で
扱
っ
た
論
考
は
な
か
っ
た
（
「
柱

杖
」
も
同
様
）
。
わ
ず
か
に
、
橋
本
朝
生
氏
に
よ
り
、
天
正
狂
言
本
「
呼
値
」
が
原

形
的
類
曲
で
あ
る
こ
と
、
い
ろ
は
し
か
知
ら
ず
命
名
す
る
趣
向
は
『
醒
睡
笑
』
に

も
見
え
、
共
通
の
典
拠
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
の
趣
向
が
形
成
の
核
で
あ
り
、

前
に
教
化
、
後
に
妻
と
の
争
い
が
添
加
さ
れ
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
み

 
 
（
2
）

で
あ
る
。

 
最
初
に
、
本
曲
の
形
成
の
核
と
さ
れ
る
名
付
け
の
趣
向
に
つ
い
て
検
討
し
て
お

く
。
「
呂
蓮
」
の
原
形
的
類
曲
と
さ
れ
る
天
正
狂
言
本
「
京
金
」
の
本
文
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

 
 
一
、
と
し
よ
り
女
出
て
、
う
は
に
な
ら
ん
と
て
、
ゑ
た
ひ
す
る
、
お
や
の
名

 
 
か
あ
る
、
一
ぢ
そ
へ
る
、
金
の
ち
、
は
う
ず
い
ろ
は
蓋
し
ん
た
、
い
金
ろ
今

 
 
は
今
と
今
や
今
む
今
、
う
は
は
ら
立
て
お
っ
と
を
よ
ひ
出
す
、
二
人
し
て
は

 
 
ら
立
て
ふ
て
る
、
坊
す
せ
ま
り
て
た
か
ら
を
つ
か
ふ
、
い
つ
る
ひ
ま
て
と
り
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て
帰
る
か
、
さ
り
な
か
ら
名
を
き
や
う
今
と
つ
て
帰
る
、
房
す
き
や
う
今
は

 
 
さ
む
ひ
物
と
て
ふ
る
へ
て
引
こ
む

老
女
が
僧
に
金
の
字
を
添
え
て
名
を
付
け
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
僧
は
い
ろ
は
を
用

い
て
「
い
金
」
「
ろ
金
」
な
ど
と
並
べ
る
。
老
女
は
腹
を
立
て
て
夫
と
と
も
に
僧
を

責
め
、
最
後
に
「
京
金
」
と
い
う
名
と
宝
と
を
取
っ
て
帰
る
、
と
い
う
よ
う
な
内

容
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
狂
言
が
、
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付
け
〕
を
中
心
趣
向
と
し
て

い
る
こ
と
は
ま
さ
に
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
曲
が
「
呂
蓮
」
に
先
行
し
て
存
在
し

て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
指
摘
の
通
り
「
京
金
」
を
「
呂
蓮
」
の
原
形
的
類
曲
と

認
め
て
よ
か
ろ
う
。

 
そ
も
そ
も
奇
妙
な
名
を
付
け
る
こ
と
は
、
笑
話
の
一
類
型
で
あ
っ
た
。
す
で
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

『
沙
石
集
』
巻
四
に
変
わ
っ
た
名
を
付
け
る
説
話
が
あ
る
が
、
特
に
い
ろ
は
に
よ

っ
て
名
を
付
け
る
笑
話
は
、
橋
本
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
選
評
笑
』
巻
藁
「
名

付
け
親
方
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

 
 
か
た
の
ご
と
く
、
人
の
も
て
は
や
す
侍
あ
り
し
が
、
い
ろ
は
よ
り
ほ
か
は
、

 
 
仮
名
書
の
文
を
さ
へ
読
む
こ
と
な
し
。
あ
る
時
、
地
下
人
参
り
て
、
わ
が
名

 
 
を
か
へ
た
き
よ
し
望
み
け
れ
ば
、
例
の
い
ろ
は
を
傍
に
お
き
て
、
「
い
兵
衛
と

 
 
付
け
う
か
や
。
い
や
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ろ
兵
衛
と
や
付
け
ん
。
い
や
、
は
兵

 
 
衛
、
に
兵
衛
、
ほ
兵
衛
」
と
付
く
れ
ど
も
、
「
い
や
、
た
だ
、
い
ま
す
こ
し
長

 
 
う
ご
、
よ
a
セ
呂
を
寸
き
㌧
」
う
卸
整
ち
る
一
と
美
し
セ
陀
ま
、
「
さ
ら
ま
、
N

 
 
の
ロ
 
ひ
オ
フ
ノ
て
ノ
イ
コ
こ
フ
 
そ
ゑ
と
こ
 
に
 
フ
ス
こ
 
 
コ
コ
 
 
ピ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

 
 
と
ち
左
衛
門
と
付
け
う
ず
」
と
い
へ
り
。

 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

こ
れ
を
法
名
に
応
用
す
れ
ば
、
「
京
金
」
あ
る
い
は
「
呂
蓮
」
と
同
じ
こ
と
に
な
ろ

う
。
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付
け
〕
は
、
変
わ
っ
た
名
付
け
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
の
変

形
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
京
金
」
「
旧
藩
」
に
も
こ
う
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
が
取
り
込

ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
奇
曲
と
も
に
、
無
学
な

僧
が
苦
し
紛
れ
に
い
ろ
は
で
法
名
を
付
け
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
合
わ
せ

て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
呂
蓮
」
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、

 
○
に
が
く
し
ひ
事
で
御
ざ
る
、
今
ま
で
名
を
付
た
事
が
御
ざ
な
ひ
、
さ
り
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

 
が
ら
、
い
ろ
は
を
覚
た
程
に
、
だ
う
そ
名
を
棄
て
や
ら
ふ
 
 
（
虎
明
本
）

○
あ
ら
む
つ
か
し
や
、
人
に
名
を
付
け
た
事
が
な
い
が
、
聞
け
ば
名
を
付
く
る

 
に
は
、
文
字
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
が
、
身
ど
も
は
お
経
は
一
字
知
ら
ず
、

 
 
い
ろ
は
を
知
っ
た
斗
じ
ゃ
、
い
ろ
は
の
字
を
ど
れ
成
共
上
に
お
い
て
付
け
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

 
○
や
れ
く
迷
惑
な
こ
と
で
ご
ざ
る
、
身
ど
も
は
幼
少
の
時
よ
り
、
学
文
は
致

 
 
さ
ず
、
人
の
名
を
懸
る
は
、
と
つ
と
六
ケ
し
ひ
物
じ
ゃ
と
申
、
何
と
致
さ
ふ
、

 
 
思
ひ
出
し
た
、
い
ろ
は
を
や
う
く
習
ふ
て
お
い
た
、
い
ろ
は
字
で
名
を
付

 
 
て
や
ら
ふ
と
存
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
狂
言
記
）

と
あ
る
よ
う
に
、
狂
言
で
は
、
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付
け
〕
は
、
「
名
を
つ
け
た
こ

と
が
な
い
」
と
い
う
困
惑
（
不
都
合
な
事
態
）
を
解
消
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
に
言
う
〈
と
り
な
し
〉
の
パ
タ
ー
ン

を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

二

 
と
こ
ろ
で
、
「
呂
蓮
」
と
「
京
金
」
と
を
比
較
す
る
と
、
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付

け
〕
の
趣
向
は
確
か
に
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
筋
立
て
は
全
く
違
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

「
京
金
」
で
は
老
女
が
自
ら
の
意
志
で
得
度
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
夫
が
答
め

セ
り
も
ぜ
ず
、
そ
の
意
志
を
隻
に
翻
す
こ
と
も
な
ρ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

 
先
に
も
触
れ
て
お
い
た
が
、
「
呂
蓮
」
と
よ
く
似
た
狂
言
に
「
柱
杖
」
が
あ
る
。

「
控
杖
」
は
、
冒
頭
、
旅
僧
が
細
工
屋
へ
注
文
し
た
柱
杖
（
禅
僧
が
行
脚
の
際
に

用
い
た
杖
）
を
取
り
に
行
き
、
細
工
屋
と
要
町
を
め
ぐ
る
禅
問
答
を
交
わ
す
と
い

う
設
定
で
あ
り
、
「
呂
蓮
」
の
よ
う
に
法
名
を
付
け
る
く
だ
り
は
な
い
。
し
か
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

そ
れ
以
外
は
「
呂
蓮
」
と
全
く
同
じ
展
開
を
も
つ
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

両
君
に
共
通
す
る
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
に
注
目
し
た
い
。
一
旦
発
心
し
剃
髪
ま
で
し

た
男
が
、
そ
の
妻
の
怒
り
に
触
れ
る
と
た
ち
ま
ち
発
心
を
翻
し
て
し
ま
う
と
い
う

筋
に
こ
そ
、
「
京
金
」
と
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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狂言「呂蓮」考

 
こ
う
し
た
構
想
に
面
白
さ
を
見
出
し
た
こ
と
が
、
一
方
で
「
柱
杖
」
の
よ
う
な

類
曲
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付

け
〕
の
前
後
に
「
添
加
」
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
教
化
や
夫
婦
の
争
い
は
、
本
来

一
体
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
僧
に
帰
依

し
て
の
発
心
と
夫
婦
の
争
い
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
筋
に
も
、
何
ら
か
の
拠
り
所
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
以
下
両
拳

に
共
通
す
る
筋
に
類
す
る
例
を
中
世
の
説
話
世
界
に
探
っ
て
み
た
い
。

 
例
え
ば
、
中
世
の
高
僧
伝
の
中
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。
『
一
遍
聖
心
』
巻

四
（
第
十
四
段
）
に
、
吉
備
津
宮
の
神
主
の
息
子
の
妻
が
、
夫
の
留
守
に
一
遍
に

帰
依
し
て
出
家
し
て
し
ま
い
、
夫
が
激
怒
す
る
と
い
う
挿
話
で
あ
る
。
便
宜
上
、

適
宜
段
落
を
分
け
て
引
用
す
る
。

 
①
同
年
（
弘
安
元
年
・
引
用
者
注
）
の
冬
又
備
前
国
藤
井
と
い
ふ
所
の
政
所
に

 
 
お
は
し
て
念
仏
す
〉
め
給
け
る
に

 
②
家
主
は
吉
備
津
宮
の
神
主
か
子
息
な
り
け
る
か
ほ
か
へ
た
か
ひ
た
り

 
③
そ
の
妻
女
聖
を
た
と
ひ
て
法
門
な
と
聴
聞
し
に
は
か
に
発
心
し
て
出
家
を
と

 
 
け
に
け
り

 
④
聖
は
福
岡
の
市
と
い
ふ
処
に
て
念
仏
す
〉
め
給
ほ
と
に
彼
の
夫
か
へ
り
き
た

 
 
り
て
こ
れ
を
見
侍
り
て
め
も
あ
や
に
お
ほ
え
て
事
の
よ
し
を
た
つ
ぬ
る
に
女

 
 
こ
た
え
て
い
は
く
た
う
と
き
す
て
ひ
し
り
の
を
は
し
つ
る
か
念
仏
往
生
の
様

 
 
出
離
生
死
の
趣
と
か
れ
つ
る
を
聴
聞
す
る
に
誠
に
た
ふ
と
く
お
ほ
え
て
夢
ま

 
 
ほ
ろ
し
の
世
の
中
に
あ
た
な
る
露
の
す
か
た
を
か
さ
り
て
も
い
つ
ま
て
か
あ

 
 
る
へ
き
な
れ
は
出
家
を
し
た
る
よ
し
を
か
た
る
夫
は
無
悪
不
造
の
も
の
な
り

 
け
れ
は
大
に
い
か
り
て
件
の
法
師
原
い
つ
く
に
て
も
た
つ
ね
い
た
し
て
せ
め

 
こ
ろ
さ
む
と
て
出
け
る
か
福
岡
の
市
に
て
聖
に
た
つ
ね
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
ぬ

 
大
太
刀
わ
き
に
は
さ
み
て
聖
の
ま
へ
に
ち
か
つ
き
侍
り
け
る
に

⑤
聖
い
ま
た
気
心
は
さ
る
も
の
に
む
か
ひ
て
汝
は
吉
備
津
宮
の
神
主
の
子
息
か

 
と
た
つ
ね
ら
れ
け
る
に
忽
に
瞑
悉
や
み
害
心
う
せ
て
身
の
毛
も
よ
た
ち
た
ふ

 
 
と
く
お
ほ
へ
け
る
ほ
と
に
即
本
鳥
を
き
り
て
聖
を
知
識
と
し
て
出
家
を
と
け

 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

 
 
に
け
り
（
下
略
）

傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
訪
れ
た
聖
に
帰
依
し
た
人
物
が
配
偶
者
に
無

断
で
出
家
し
て
し
ま
う
こ
と
（
②
～
③
）
、
そ
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
伴
侶
が
怒
る
こ

と
（
④
）
等
の
要
素
は
「
呂
蓮
」
と
共
通
す
る
。
や
は
り
、
こ
の
よ
う
な
筋
に
も

類
話
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
説
話
で
は
、

最
後
に
は
怒
っ
て
い
た
夫
も
一
遍
に
帰
依
し
て
出
家
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る

（
⑤
）
。
こ
の
よ
う
な
高
僧
伝
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
無
悪
不
造
」
の
者
が
出
家
・

発
心
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
だ
け
一
遍
の

徳
が
称
揚
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

 
次
い
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
と
い
う
談
義
本
の
一
種
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
伝
中
の
い
わ
ゆ
る
建
永
の
法
難
の
発
端
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
出
来
事
を
扱
っ
た
物
語
で
あ
る
。
松
虫
・
鈴
虫
と
い
う
一
条
今
出
川
左
大
臣

家
に
仕
え
る
二
人
の
女
房
が
、
清
水
寺
に
て
法
然
の
説
法
を
聞
い
て
深
く
帰
依
し
、

出
家
・
受
戒
す
る
。
そ
の
こ
と
が
時
の
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
、
法
然
は
捕
縛
さ
れ
よ

う
と
す
る
が
、
弟
子
の
住
蓮
が
法
然
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
切
ら
れ
、
そ
の
老
母

も
思
い
死
に
す
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

 
以
上
の
梗
概
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
筋
自
体
が
、
僧
の
教

化
・
説
法
を
契
機
と
し
て
の
女
人
の
出
家
↓
そ
の
女
人
に
心
を
寄
せ
る
者
の
怒
り

と
い
う
展
開
を
も
ち
、
先
の
『
一
遍
聖
絵
』
の
説
話
の
内
容
と
類
似
す
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
物
語
の
冒
頭
に
見
え
る
法
然
の
清
水
寺
に
お
け
る
説
法

に
注
目
し
た
い
。
以
下
、
専
想
寺
蔵
本
（
室
町
時
代
写
本
）
に
よ
っ
て
示
す
。

 
1
妙
塔
勝
信
経
ノ
文
筆
モ
、
一
念
発
起
菩
提
心
諸
有
造
立
百
千
塔
ト
ト
カ
レ
タ

 
 
リ
。
釈
尊
ノ
四
部
ノ
御
弟
子
ノ
中
ニ
ハ
、
男
モ
女
モ
尼
モ
法
師
モ
入
タ
リ
ト

 
 
イ
ヘ
ト
モ
、
当
来
ノ
道
師
、
弥
勒
菩
薩
二
付
属
シ
タ
マ
フ
ハ
、
タ
ト
ヒ
放
逸

 
 
邪
見
ノ
衆
生
ナ
リ
ト
モ
、
頭
ヲ
ソ
リ
衣
ヲ
ス
ミ
ニ
ソ
メ
タ
ラ
ン
モ
ノ
ヲ
ハ
、

 
 
汝
二
付
属
ス
ト
ト
カ
レ
タ
レ
ハ
、
出
家
ノ
功
徳
ハ
ス
ク
レ
タ
リ
ト
オ
ホ
ユ
ル
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ナ
リ
。

n
ナ
カ
ン
ツ
ク
六
道
ノ
能
化
ノ
地
蔵
菩
薩
ト
獄
卒
ト
問
答
シ
タ
マ
フ
コ
ト
ア
リ
。

 
コ
・
ニ
ア
ル
罪
人
ヲ
地
蔵
ハ
地
獄
ニ
オ
ト
サ
ン
ト
ノ
タ
マ
フ
。
獄
卒
ハ
オ
ト

 
サ
シ
ト
申
ス
。
コ
レ
オ
ホ
キ
ナ
ル
不
審
ナ
リ
。
六
道
ノ
能
化
地
蔵
ハ
阿
弥
陀

 
如
来
ノ
分
身
ト
シ
テ
、
遺
名
ヲ
ト
ナ
ヘ
ン
衆
生
ヲ
、
モ
シ
地
獄
ニ
オ
ト
ス
コ

 
ト
ア
ラ
バ
、
衆
生
ノ
苦
ニ
管
理
リ
テ
、
ワ
レ
地
獄
ニ
オ
ツ
ル
ト
モ
、
罪
人
ヲ

 
オ
ト
サ
シ
ト
チ
カ
ヒ
テ
、
六
道
ノ
ツ
シ
ニ
タ
チ
タ
マ
ヘ
ル
菩
薩
、
ナ
ニ
ノ
ユ

 
ヘ
ニ
コ
ノ
罪
人
ヒ
ト
リ
ニ
カ
キ
リ
テ
、
地
獄
ヘ
オ
ト
サ
ン
ト
オ
ホ
セ
ラ
レ
候

 
ソ
ト
申
ス
。
マ
タ
コ
ト
ヲ
左
右
ニ
ョ
セ
テ
、
罪
人
ヲ
土
栗
セ
ン
ト
オ
モ
フ
モ

 
ノ
・
、
ナ
ニ
ユ
ヘ
ニ
コ
ノ
罪
人
バ
カ
リ
ヲ
、
獄
卒
ノ
地
獄
ヘ
オ
ト
サ
シ
ト
申

 
ス
ソ
ト
ノ
タ
マ
フ
ニ
、
コ
レ
ハ

①
ム
カ
シ
天
竺
ニ
ク
ラ
ン
女
ト
イ
フ
女
ア
リ
。

②
男
ホ
カ
ヘ
ユ
キ
タ
ル
ア
ト
ニ
、
修
行
者
ノ
僧
キ
タ
リ
テ
、

③
出
家
ノ
功
徳
ヲ
ト
ク
ヲ
キ
・
テ
、
一
念
発
起
菩
提
心
ヲ
オ
コ
シ
テ
、

 
ヲ
マ
タ
ス
シ
テ
出
家
シ
オ
ハ
リ
ヌ
。

④
ソ
ノ
・
チ
男
泣
ヘ
リ
テ
、
女
房
ノ
姿
ヲ
ミ
テ
、
制
ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、

⑤
カ
ミ
ヲ
オ
ヤ
シ
テ
マ
タ
女
ト
ナ
リ
ヌ
。

男

コ
レ
ニ
ョ
リ
テ
獄
卒
二
加
筆
セ
ラ
レ
テ
、
閻
魔
王
ノ
マ
ヘ
ニ
ヒ
サ
マ
ツ
ヒ
テ

イ
タ
リ
ケ
ル
ハ
、
コ
ノ
罪
人
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
タ
ト
ヒ
罪
業
深
重
ノ
衆
生
ナ
リ

ト
モ
、
カ
タ
シ
ケ
ナ
ク
モ
、
大
乗
五
衣
ノ
カ
ミ
ソ
リ
ヲ
頭
ニ
ア
テ
ヌ
ル
モ

ノ
・
、
地
獄
箇
月
チ
ヌ
レ
ハ
、
ソ
ノ
地
獄
ノ
釜
ヤ
フ
レ
テ
、

人
ノ
カ
ス
ヲ
シ
ラ
ス
、
一
度
二
善
所
二
生
ス
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
、

一
人
地
獄
ニ
オ
チ
タ
ラ
バ
、
地
獄
ノ
釜
ヤ
フ
レ
テ
、

ケ
ニ
ナ
サ
ン
カ
タ
筆
下
、
地
蔵
ハ
地
獄
ヘ
オ
ト
サ
ン
ト
ノ
タ
マ
フ
。

通
力
ノ
者
ナ
レ
ハ
、
衆
生
力
善
所
へ
生
ス
ヘ
シ
ト
テ
、  

 
 
ソ
ノ
ナ
カ
ノ
罪

 
 
 
コ
ノ
ク
ラ
ン
女

ノ
コ
リ
ノ
罪
人
ヲ
ホ
ト

 
 
 
 
 
 
獄
卒
ハ

 
地
獄
ヘ
オ
ト
サ
シ

 
 
 
（
1
1
）

 
 
ト
申
。

1
は
説
法
の
主
旨
、
す
な
わ
ち
出
家
の
功
徳
の
勝
れ
た
る
こ
と
（
1
の
傍
線
部
）

を
提
示
す
る
部
分
。
続
く
H
が
そ
れ
の
例
証
と
し
て
の
説
話
を
引
く
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
ま
ず
、
地
蔵
菩
薩
と
獄
卒
と
の
奇
妙
な
問
答
が
示
さ
れ
る
。
地
蔵
が
あ

る
罪
人
を
地
獄
に
落
と
そ
う
と
し
、
獄
卒
は
逆
に
落
と
す
ま
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
地
蔵
と
獄
卒
の
通
常
の
役
割
に
反
す
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
通
念

に
反
す
る
主
張
へ
の
不
審
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
線
で
囲
ん
だ
部
分
①
～
⑤
で

あ
る
。
罪
人
の
素
性
が
こ
こ
で
明
か
さ
れ
る
。

 
す
な
わ
ち
、
こ
の
罪
人
は
天
竺
の
ク
ラ
ン
女
で
あ
り
（
①
）
、
彼
女
は
た
ま
た
ま

や
っ
て
来
た
僧
か
ら
出
家
の
功
徳
を
聞
き
、
発
心
し
剃
髪
し
た
（
②
～
③
）
が
、

帰
っ
て
来
た
夫
が
強
く
制
す
る
の
で
（
④
）
、
ま
た
も
と
の
俗
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た

（
⑤
）
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
下
、
こ
の
部
分
を
“
ク
ラ
ン

女
説
話
”
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

 
こ
の
よ
う
な
（
伴
侶
に
止
め
ら
れ
る
と
す
ぐ
さ
ま
還
俗
し
て
し
ま
う
よ
う
な
）

い
い
加
減
な
出
家
で
あ
っ
て
も
、
大
乗
の
剃
刀
を
頭
に
当
て
た
以
上
は
、
そ
の
者

が
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
衆
生
が
極
楽
往
生
す
る
（
H
の
傍
線
部
）

ほ
ど
の
功
徳
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
蔵
は
衆
生
救
済
の
た
め
、
こ
の
ク
ラ
ン
女

を
地
獄
に
落
と
す
こ
と
を
主
張
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
の
説
法
の

文
脈
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
ン
女
説
話
は
出
家
の
功
徳
の
勝
れ
た
る
こ
と
を
逆
説
的

に
示
す
例
証
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
ク
ラ
ン
女
説
話
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
全
体
の

展
開
（
僧
の
教
化
に
従
っ
て
突
然
出
家
す
る
女
性
、
そ
れ
を
怒
る
男
と
い
う
パ
タ

ー
ン
）
と
も
相
似
形
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

説
話
が
、
『
一
遍
聖
絵
』
出
遣
の
説
話
と
比
べ
て
「
二
三
」
の
筋
に
さ
ら
に
近
似
し

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
夫
の
制
止
に
よ
っ
て
ク
ラ
ン
女
が
結
局
還
俗

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
結
末
（
⑤
）
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
偶
然
に
出
会
っ

た
僧
に
帰
依
し
て
剃
髪
し
た
者
を
伴
侶
が
非
難
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
最
後
に
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な
っ
て
出
家
し
た
者
が
そ
の
発
心
を
簡
単
に
翻
す
こ
と
が
、
狂
言
と
の
共
通
要
素

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
談
義
本
に
含
ま
れ
る
ク
ラ
ン
女
説
話
は
、

管
見
の
範
囲
で
は
「
呂
蓮
」
（
「
柱
杖
」
）
に
最
も
近
い
立
話
な
の
で
あ
る
。

 
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
と
同
じ
物
語
は
、
数
あ
る
法
然
伝
の
一
つ
で
あ
る
『
法
然

上
人
秘
伝
』
下
に
も
実
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
法
然
上
人
秘
伝
』
は
正
統
的
な
法

然
伝
で
は
な
く
、
法
然
及
び
そ
の
周
辺
の
人
物
に
関
す
る
説
話
を
集
成
し
た
も
の

で
、
刊
本
に
は
「
隆
寛
律
師
撰
」
と
あ
る
が
大
い
に
疑
わ
し
く
、
室
町
期
に
な
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

て
か
ら
談
義
僧
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。

 
一
見
す
る
と
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
は
、
こ
の
『
法
然
上
人
秘
伝
』
の
中
か
ら
切

り
出
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
際
は
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
が
談
義
と
し
て

古
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
説
話
が
『
法
然
上
人
秘
伝
』
に
取
り
込
ま

れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
『
法
然
上
人
秘
伝
』
下
に
収
め
る
松
虫
鈴

虫
の
物
語
に
よ
っ
て
ク
ラ
ン
女
説
話
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
①
昔
シ
天
竺
二
濯
蘭
女
ト
云
女
人
ア
リ
キ

 
②
夫
ト
他
行
ノ
二
二
修
行
者
ノ
僧
一
人
来
テ

 
③
出
家
ノ
功
徳
ヲ
説
ヲ
聞
テ
即
チ
一
念
ノ
菩
提
心
発
リ
テ
夫
ト
ヲ
待
ズ
シ
テ
出

 
 
家
シ
終
り
ヌ

 
④
夫
ト
帰
テ
妻
ノ
姿
ヲ
見
テ
下
層
ノ
心
盛
ン
ニ
ナ
リ
テ
強
ク
セ
イ
ス
ル
ニ
ョ
リ

 
 
テ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

 
⑤
髪
ヲ
生
シ
テ
本
ト
ノ
ゴ
ト
ク
女
嬬
ナ
リ
ヌ

ク
ラ
ン
女
を
「
盟
蘭
女
」
と
表
記
す
る
他
は
、
右
の
通
り
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
と

大
同
小
異
で
あ
る
。
ク
ラ
ン
女
説
話
の
さ
ら
な
る
原
拠
は
今
の
所
不
明
で
あ
る
が
、

浄
土
門
の
談
義
、
あ
る
い
は
法
然
伝
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
説
話
は
そ
れ
な
り
に

知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
三

 
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ン
女
説
話
か
ら
「
呂
蓮
」
の
筋
が
作
ら
れ
た
可
能
性
も
想
定

さ
れ
よ
う
。
直
接
的
な
影
響
関
係
を
跡
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た

仮
定
の
も
と
に
、
以
下
こ
の
説
話
と
「
呂
蓮
」
「
柱
杖
」
を
比
較
し
て
み
た
い
。
そ

こ
か
ら
「
呂
蓮
」
と
「
柱
杖
」
の
形
成
に
関
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

 
ま
ず
、
僧
の
造
型
に
つ
い
て
「
呂
蓮
」
か
ら
見
よ
う
。

 
○
（
シ
テ
）
「
罷
出
た
る
者
は
、
は
る
か
遠
国
の
者
で
御
ざ
る
、
某
い
ま
だ
都
を
一

 
 
見
仕
ら
ず
候
程
に
、
罷
上
り
愛
か
し
こ
を
一
見
仕
ら
ふ
と
存
る
、
惣
じ
て
出

 
 
家
と
申
者
は
、
国
々
を
修
行
い
た
さ
ね
は
、
年
よ
つ
て
口
が
き
か
れ
ぬ
と
申

 
 
程
に
、
ふ
っ
と
思
ひ
た
っ
て
御
ざ
る
、
参
る
程
に
日
が
暮
た
、
下
元
に
宿
を

 
 
か
ら
ふ
と
存
る
、
物
も
う
 
（
男
）
「
案
内
と
は
た
そ
 
（
シ
テ
）
「
行
脚
の
者
で

 
 
御
ざ
る
が
、
行
暮
て
御
ざ
る
程
に
宿
を
か
し
て
下
さ
れ
ひ
 
（
男
）
「
や
す
ひ

 
 
事
，
宿
を
か
し
ま
ら
せ
う
、
奥
の
間
へ
と
を
ら
せ
ら
れ
ひ
 
 
 
 
（
墨
型
本
）

 
○
シ
テ
僧
一
人
出
て
、
「
諸
国
一
見
の
者
」
と
云
、
「
い
ま
だ
上
方
を
み
ぬ
」
と

 
 
云
て
上
る
、
道
常
の
ご
と
く
、
シ
カ
く
、
「
今
日
は
草
臥
た
、
此
と
こ
ろ
に
宿

 
 
を
と
ら
う
」
と
云
て
、
案
内
を
乞
う
、
ア
ト
出
る
、
シ
テ
「
行
脚
の
者
じ
ゃ
、

 
 
一
夜
の
宿
を
か
り
た
い
」
と
云
、
ア
ト
「
ひ
と
り
旅
人
に
は
宿
を
か
さ
ね
共
、

 
 
御
出
家
の
事
じ
ゃ
、
か
さ
う
」
と
云
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

近
世
初
期
の
代
表
的
な
二
本
を
掲
げ
た
が
、
右
の
よ
う
に
、
旅
の
僧
で
あ
る
こ
と

は
諸
本
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ク
ラ
ン
女
説
話
に
い
う
「
修
行
者
ノ

僧
」
と
重
な
り
合
う
。
た
だ
し
、
い
ろ
は
で
法
名
を
付
け
る
く
だ
り
は
ク
ラ
ン
女

説
話
に
は
な
い
。
こ
れ
は
狂
言
化
に
当
た
っ
て
、
先
行
す
る
「
京
金
」
の
よ
う
な

曲
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
類
曲
の
「
柱
杖
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
腫
瘤
」
は
、
「
呂
蓮
」
と
比
べ
る
と
、

法
名
を
付
け
る
場
面
が
な
い
の
で
、
全
体
の
展
開
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
ク
ラ
ン
女

説
話
に
む
し
ろ
近
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
設
定
が
基
本
的
に
異
な
っ

て
い
る
。
本
曲
で
は
、
僧
が
上
洛
し
た
つ
い
で
に
拉
杖
を
発
注
し
、
そ
れ
を
取
り

に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
「
二
心
」
に
お
い
て
旅
僧
が
行
き
暮
れ
て
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宿
を
借
り
る
と
い
う
自
然
な
行
き
方
に
対
し
て
、
や
や
巧
ん
だ
設
定
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

 
○
（
シ
テ
）
「
罷
出
た
る
者
は
、
東
国
方
の
者
で
ご
ざ
る
、
某
い
ま
だ
都
を
一
見
仕

 
 
ら
ず
、
此
度
罷
上
り
裳
か
し
こ
を
残
ら
ず
見
物
致
て
ご
ざ
る
程
に
、
追
付
国

 
 
本
へ
罷
下
ら
ふ
と
要
る
が
、
愛
に
柱
杖
を
読
へ
て
お
い
て
御
ざ
る
が
、
此
比

 
 
出
つ
る
は
ず
で
御
ざ
る
程
に
、
取
り
に
参
ら
ふ
、
 
 
 
 
 
 
（
霊
気
本
）

 
○
シ
テ
（
略
）
「
諸
国
一
見
の
者
、
都
を
見
物
い
た
さ
い
で
、
今
度
上
た
」
と

 
 
云
、
「
都
へ
上
た
し
る
し
に
、
控
杖
を
調
て
下
ら
う
と
思
ふ
て
読
へ
た
、
定
型

 
 
出
来
せ
う
」
と
云
て
、
取
に
行
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

冒
頭
の
設
定
に
関
し
て
は
、
明
ら
か
に
「
呂
蓮
」
が
ク
ラ
ン
女
説
話
に
近
く
、
「
柱

杖
」
の
方
が
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
「
拉
杖
」
の
「
呂
蓮
」
と
異
な
る
点
は
、
僧
と
細
工
屋
と
の
禅
問
答
を
取

り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
も
ク
ラ
ン
女
説
話
か
ら
大
き
く
離
れ
る

要
素
で
あ
る
。

 
○
（
男
）
「
い
か
な
る
か
是
、
白
木
の
控
杖
 
（
僧
）
「
漆
な
け
れ
は
ゑ
塗
ら
ず
し
て

 
 
（
其
時
細
工
人
、
鼻
を
な
ず
る
）
（
僧
）
「
は
あ
、
亭
主
た
ゴ
人
で
は
お
り
な

 
 
ひ
、
は
な
塗
り
ま
で
あ
そ
ば
ひ
た
 
（
男
）
「
そ
の
柱
杖
、
折
っ
て
の
後
は
籾
い

 
 
か
に
 
（
僧
）
「
一
念
は
つ
ぐ
と
も
二
念
は
つ
が
じ
 
 
 
 
 
（
虎
謡
本
）

 
○
（
ア
ト
V
「
い
か
な
る
か
是
、
白
木
の
柱
杖
」
 
シ
テ
「
漆
な
け
れ
ば
ゑ
塗
ら
ず

 
 
し
て
」
と
云
て
、
鼻
を
な
つ
る
 
ア
ト
「
は
な
塗
り
ま
で
あ
そ
ば
い
た
」
と
云

 
 
て
、
「
そ
の
柱
杖
、
折
っ
て
の
後
は
籾
い
か
に
」
 
シ
テ
「
一
念
は
つ
ぐ
と
二

 
 
念
は
つ
が
し
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
）

二
種
の
問
答
が
行
な
わ
れ
る
が
、
最
初
の
問
答
に
つ
い
て
は
、
近
世
初
期
の
狂
歌

集
で
あ
る
『
古
今
夷
曲
集
』
巻
雲
・
釈
教
に
類
似
の
発
想
に
基
づ
い
た
、
次
の
よ

う
な
道
歌
が
見
ら
れ
る
。

 
 
 
 
本
来
意
を
よ
め
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
夢
窓
国
師

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

 
 
山
賎
の
白
木
の
合
子
そ
の
ま
〉
に
漆
つ
け
ね
ば
空
色
も
な
し

右
の
歌
は
『
狂
歌
五
十
人
一
首
』
、
『
法
音
抄
』
巻
五
「
東
岸
居
士
」
、
『
鳩
翁
道
話
』

拾
遺
一
等
に
も
引
く
。
第
一
の
問
答
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
道
歌
か
ら
着
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
問
答
に
関
し
て
も
、
コ
念
は
発
す
と
も
二
念
は
妙

な
」
（
『
響
喩
尽
』
）
、
コ
念
ハ
続
ト
モ
ニ
濃
鼠
発
ス
ナ
」
（
『
諺
苑
』
）
の
よ
う
な
類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

似
の
諺
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
第
二
の
問
答
も
こ
れ
ら
の
諺
か
ら
発
想
さ
れ
た
も

の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
「
控
杖
」
の
禅
問
答
は
多
分
に
創
作
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
問
答

が
独
立
し
た
演
戯
成
分
と
し
て
本
曲
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
、
既
存
の
禅
問
答
が
本
曲
の
形
成
上
の
核
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

や
は
り
、
「
呂
蓮
」
が
先
に
成
立
し
、
そ
の
筋
を
生
か
し
、
道
歌
や
諺
に
よ
る
禅
問

答
を
あ
ら
た
に
創
作
し
て
加
え
、
（
「
呂
蓮
」
と
の
重
複
を
避
け
て
）
〔
い
ろ
は
に
よ

る
名
付
け
〕
を
除
く
か
た
ち
で
「
柱
杖
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

 
狂
言
「
里
勝
」
（
「
柱
杖
」
）
に
お
い
て
は
、
一
旦
剃
髪
し
た
男
が
、
妻
の
怒
り
に

恐
れ
て
心
変
わ
り
す
る
。
つ
ま
り
、
狂
言
で
の
男
女
の
役
割
は
、
ク
ラ
ン
女
説
話

と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
ク
ラ
ン
女
説
話
で
は
、
出
家
し
よ
う
と
す
る
の
は
女
の

方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
狂
言
と
説
話
の
最
も
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
女
狂
言
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
「
鈍
太
郎
」
（
原
形
と
考
え
ら
れ
る
「
女
楽
阿
弥
」
が
天
正
狂
言
本
に
あ
る
）

の
よ
う
な
曲
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
「
鈍
太
郎
」
で
は
、
妻
や
愛
人
に
見
離
さ
れ
た

と
思
い
込
ん
だ
鈍
太
郎
が
悲
観
し
て
出
家
し
、
女
た
ち
が
後
か
ら
そ
れ
を
留
め
に

行
く
。
こ
の
曲
に
は
出
家
す
る
の
は
男
、
そ
れ
を
留
め
る
女
と
い
う
役
割
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
が
応
用
さ
れ
、
「
呂
蓮
」
で
も
男
の
方
が
出

家
す
る
設
定
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
個

性
的
な
夫
婦
像
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
こ
の
夫
婦
の
造
型
に
つ
い

て
今
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
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狂言「呂蓮」考

 
夫
は
妻
に
責
め
ら
れ
る
と
、
と
た
ん
に
心
を
翻
し
て
、
僧
に
責
任
を
な
す
り
つ

け
る
。

 
○
い
や
身
共
は
さ
の
み
な
ら
ふ
と
思
は
な
ん
だ
れ
共
、
そ
こ
な
僧
が
無
理
に
な

 
 
さ
れ
た
程
に
、
身
共
は
知
ら
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
明
本
「
呂
蓮
」
）

 
○
身
ど
も
は
い
や
と
云
た
れ
共
、
あ
の
人
が
無
理
に
つ
か
ま
へ
て
、
頭
を
剃
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

 
 
れ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
「
野
島
」
）

こ
の
よ
う
な
軽
率
な
”
発
心
・
出
家
”
は
、
そ
れ
ま
で
の
（
中
世
の
）
説
話
・
物

語
に
は
あ
ま
り
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
発
心
・
出
家
を
扱
っ
た
中
世
説
話
や
室
町
物
語
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
狂
言
と
隣
接
す
る
能
の
世
界
に
限
っ
て
も
、
修
行
者
に
従
っ
て
の
遁
世
、
ま

た
は
教
化
・
説
法
に
よ
る
発
心
の
場
面
を
描
く
曲
に
「
浦
上
（
浦
下
部
）
」
「
思
入

自
然
居
士
」
「
千
人
伐
」
な
ど
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
番
外
曲
）
。
中
で
も
「
千
人
伐
」

は
、
「
呂
蓮
」
等
と
同
じ
く
、
阿
武
隈
川
の
源
左
衛
門
（
シ
テ
）
が
舞
台
で
剃
髪
す

 
 
 
 
 
（
1
7
）

る
様
を
も
見
せ
る
曲
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
能
に
描
か
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
現
世
へ
の
断
念
・
諦
念

を
契
機
と
し
た
、
い
わ
ば
重
い
決
断
と
し
て
の
発
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
心
は

簡
単
に
翻
さ
れ
る
体
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
狂
言
「
呂
蓮
」
（
「
柱

杖
」
）
で
は
、
人
生
の
重
大
な
転
回
点
で
あ
る
べ
き
発
心
・
出
家
の
意
味
が
い
か
に

も
軽
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
と
も
か
く
も
、
「
呂
蓮
」
（
「
柱
杖
」
）
で
は
、
シ
テ
た
る
出
家
よ
り
も
ア
ド
の
男

の
方
が
む
し
ろ
個
性
的
な
人
物
た
り
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
「
呂
蓮
」
の
男

に
つ
い
て
は
、
現
代
の
演
者
で
あ
る
野
村
萬
（
七
世
万
蔵
改
め
）
氏
も
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
「
呂
蓮
」
は
何
も
出
家
を
シ
テ
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ア
ド

 
 
が
シ
テ
に
な
る
ぐ
ら
い
に
見
え
て
も
よ
い
と
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
ド
が

 
 
舌
の
根
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
心
変
わ
り
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
な
ど
は
、
ま
こ
と

 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

 
 
に
人
間
的
で
す
。

こ
の
曲
の
ア
ド
は
、
先
の
ク
ラ
ン
女
説
話
で
い
え
ば
、
そ
の
主
人
公
で
あ
る
ク
ラ

ン
女
に
相
当
す
る
人
物
で
あ
る
。
ク
ラ
ン
女
説
話
は
、
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
の
説
法

に
お
い
て
こ
そ
、
出
家
の
功
徳
を
逆
説
的
に
証
す
る
例
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
文
脈
か
ら
引
き
離
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
安
易
で
軽
率
な
人
間
の

話
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
人
物
の
愚
か
さ
や
お
か
し
さ
が
、
狂
言
に
お
い
て
再

発
見
さ
れ
、
独
自
の
肉
付
け
を
得
た
と
い
え
よ
う
か
。

 
次
に
男
の
妻
に
つ
い
て
も
見
よ
う
。
夫
の
出
家
を
制
し
僧
を
非
難
す
る
妻
の
言

動
は
、
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
妻
の
造
型
に
も
、
女
狂
言
に
登
場
す
る
強

い
女
の
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

 
○
や
ひ
わ
男
、
…
い
つ
わ
ら
は
が
合
点
を
し
た
ぞ
、
其
な
り
に
な
っ
て
は
、
わ

 
 
ら
は
〉
添
ふ
事
は
な
ら
ぬ
、
な
ふ
く
腹
立
ち
や
 
 
（
虎
卸
本
「
呂
蓮
」
）

 
○
（
自
分
が
出
家
す
れ
ば
お
前
も
仏
に
な
る
と
い
う
夫
の
言
葉
に
対
し
て
）
後

 
 
生
も
な
に
も
い
ら
ぬ
、
そ
の
や
う
な
み
と
む
な
い
な
り
に
な
る
物
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
天
理
本
「
拉
杖
」
）

妻
は
、
夫
が
自
分
に
相
談
も
な
し
に
剃
髪
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
絶
対
に
認
め
よ

う
と
し
な
い
。
特
に
「
後
生
も
な
に
も
い
ら
ぬ
」
と
い
う
せ
り
ふ
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
妻
の
せ
り
ふ
に
は
、
出
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
は
ず

の
後
生
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
現
世
に
執
着
す
る
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。
こ
こ
に
（
断
り
な
し
の
出
家
に
対
す
る
腹
立
ち
の
あ
ま
り
と
は
い
え
）
出
家

の
価
値
な
ど
一
顧
だ
に
し
な
い
人
物
像
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

か
く
て
、
狂
言
の
女
性
の
中
に
、
ま
た
一
人
の
個
性
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
加
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

 
最
後
に
検
討
し
て
み
た
い
の
は
、
「
呂
蓮
」
に
お
い
て
男
の
発
心
の
契
機
と
な
っ

た
僧
の
教
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
呂
蓮
」
の
近
世
初
期
以
降
の
展
開
の
中
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
僧
に
よ
る
教
化
の
増
補
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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大
蔵
流
現
行
「
呂
蓮
」
に
は
、
朝
顔
の
喩
え
等
を
引
い
て
人
間
の
は
か
な
さ
を

説
き
、
後
生
を
願
う
こ
と
を
勧
め
る
と
い
う
内
容
の
教
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
実

は
同
流
の
出
家
狂
言
「
無
布
施
経
」
の
教
化
の
冒
頭
部
分
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
内
容
の
教
化
は
、
固
定
期
の
台
本
で
あ
る
虎
厚
臼
に
す
で
に
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
。

 
②
人
間
の
身
の
上
の
願
と
書
物
は
限
り
の
無
い
物
で
御
ざ
る
。
名
利
名
聞
に
お

 
 
ぼ
れ
、
欲
に
よ
く
を
重
ね
、
後
生
を
も
願
は
ず
、
謡
う
か
く
と
暮
す
と
申

 
 
は
浅
ま
し
い
事
で
御
座
る
。
生
者
必
滅
と
申
て
、
此
世
へ
生
れ
た
も
の
は
必

 
 
滅
す
る
と
い
ふ
事
を
皆
人
ご
と
に
口
に
は
い
へ
ど
、
正
し
く
我
身
の
上
に
あ

 
 
る
事
を
し
ら
い
で
、
う
か
く
と
暮
す
が
人
間
の
情
で
御
座
る
。

 
㈲
又
人
間
の
命
の
は
か
な
い
事
は
風
の
前
の
と
も
し
火
、
水
の
上
の
沫
、
電
光

 
 
朝
露
、
石
の
火
よ
り
も
ま
だ
は
か
な
い
は
人
間
の
命
で
御
座
る
。

 
㈲
又
圃
圏
圏
な
ど
〉
申
て
、
朝
顔
の
花
に
た
と
へ
お
か
れ
て
御
座
る
。
朝

 
 
顔
と
申
言
は
早
朝
に
開
き
、
日
の
出
る
に
潤
て
萎
み
、
夕
べ
に
は
ほ
ろ
り
と

 
 
落
ま
す
る
。

 
⑥
人
間
も
ま
つ
其
ご
と
く
、
つ
〉
と
墓
無
い
物
で
御
座
る
ほ
ど
に
、
随
分
後
生

 
 
を
願
は
せ
ら
る
〉
が
能
御
ざ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
虎
寛
本
）

訳
本
「
無
布
施
経
」
の
教
化
の
冒
頭
も
右
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
化

の
増
補
は
い
つ
の
時
点
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
近
世
初
期
の
虎
明
衣
に
遡
っ
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
な
詳
し
い
内
容
の
教
化
は

な
か
っ
た
。

 
 
…
惣
じ
て
人
間
と
申
者
は
、
は
か
な
い
も
の
に
て
、
此
代
は
仮
の
宿
、
風
の

 
 
ま
へ
の
灯
し
火
、
朝
顔
の
露
、
稲
妻
の
光
よ
り
、
な
を
あ
だ
な
ひ
も
の
に
て

 
 
御
ざ
あ
る
程
に
、
只
後
生
を
願
は
せ
ら
る
〉
が
せ
ん
で
御
ざ
る
（
穴
明
本
）

ま
た
、
現
在
大
蔵
流
で
は
「
呂
蓮
」
と
一
部
重
な
る
内
容
の
教
化
を
含
む
「
無
布

施
経
」
も
、
溶
明
本
の
段
階
で
は
、
や
は
り
虎
寛
本
に
あ
る
よ
う
な
部
分
（
a
～
」
q
）

は
見
え
な
い
。
大
蔵
流
に
お
い
て
、
「
呂
蓮
」
及
び
「
無
布
施
経
」
の
教
化
が
増
補
・

添
加
さ
れ
た
の
は
虎
玉
本
よ
り
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
「
呂
蓮
」
諸
本
の
う
ち
、
㈲
～
㈲
と
近
い
内
容
の
教
化
が
最
も
早
く

見
出
さ
れ
る
の
は
、
元
禄
十
三
年
刊
の
続
狂
言
記
（
「
呂
蓮
坊
主
」
）
で
あ
る
。
先

の
虎
点
本
と
同
じ
項
目
に
分
け
て
示
す
。

（
㈲
の
部
分
は
な
し
）

 
㈲
す
で
に
人
間
の
は
か
な
い
こ
と
を
申
さ
ば
、
電
光
朝
露
石
の
火
、
風
の
前
の

 
 
灯
、
又
は
朝
顔
の
花
な
ど
に
も
た
と
へ
を
か
れ
て
ご
ざ
る
、

 
ω
御
存
の
ご
と
く
、
朝
顔
の
花
と
申
は
、
朝
開
き
て
日
の
出
れ
ば
し
ぼ
み
、
夕

 
 
べ
に
ば
ら
り
と
粘
る
、
は
か
な
い
物
で
ご
ざ
る
、
ま
だ
朝
顔
の
花
は
早
朝
に

 
 
開
き
、
夕
べ
を
待
楽
し
み
も
有
、
人
間
の
は
か
な
き
は
、
出
つ
る
息
入
る
息

 
 
を
待
た
ぬ
、
は
か
な
い
者
で
ご
ざ
る
、
老
少
不
定
と
申
て
、
若
ひ
が
先
立
、

 
 
老
た
る
は
跡
に
残
る
世
の
な
ら
ひ
で
ご
ざ
る
、

 
④
ケ
様
の
こ
と
を
存
じ
て
、
後
世
を
願
は
ぬ
と
い
ふ
は
大
き
な
油
断
で
ご
ざ
る
、

 
 
言
々
こ
な
た
に
も
、
今
よ
り
後
世
を
大
事
と
心
得
、
願
は
せ
ら
る
〉
が
肝
要

 
 
で
ご
ざ
る
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
狂
言
記
）

こ
れ
と
類
似
す
る
内
容
の
教
化
は
、
享
保
十
五
年
刊
狂
言
記
拾
遺
に
収
め
る
「
布

施
な
い
」
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

 
一
見
す
る
と
、
こ
の
続
狂
言
記
あ
る
い
は
狂
言
記
拾
遺
の
教
化
が
大
蔵
流
に
影

響
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
狂
言
記
系
諸
本
は
群
小
流
派
の
台
本
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
仮
に
そ
う
し
た
群
小
流
派
の
詞
章
が
幕
府
公
認
の
大
蔵
流
に
影
響
を
与

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
刊
行
さ
れ
た
書
物
の
力
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
呂

蓮
」
の
教
化
が
増
補
さ
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
「
言
霊
坊
主
」
を
収
め
る
続
狂

言
記
が
刊
行
さ
れ
た
元
禄
十
三
年
以
降
の
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
し
か
し
、
そ
の
前
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
大
蔵
流
で

最
初
に
教
化
が
増
補
・
添
加
さ
れ
た
の
は
、
「
昌
運
」
「
無
布
施
経
」
の
い
ず
れ
の

曲
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
手
掛
か
り
は
、
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
伊
藤
源
之

丞
本
（
宝
暦
・
明
和
頃
成
立
）
に
見
出
さ
れ
る
。
貸
本
に
収
め
る
「
呂
蓮
」
を
見
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狂言「呂蓮」考

れ
ば
、

 
 
…
惣
て
人
間
程
は
か
な
い
も
の
は
御
座
ら
ぬ
。
此
世
地
響
の
宿
で
御
座
れ
バ
、

 
 
唯
後
生
を
願
即
せ
ら
る
〉
が
第
一
で
御
ざ
る
。
 
 
 
（
伊
藤
源
之
丞
本
）

の
よ
う
に
、
教
化
の
文
句
は
虎
明
本
よ
り
な
お
簡
略
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
無
布

施
経
」
を
見
る
と
、
そ
の
教
化
に
は
朝
顔
の
喩
え
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。（

㈲
の
部
分
は
略
）

 
ω
惣
て
人
げ
ん
の
命
の
は
か
な
ひ
事
は
、
い
ろ
く
様
々
に
た
と
へ
誉
れ
て
御

 
 
座
る
。

 
ω
中
に
も
で
ん
く
わ
う
朝
露
、
石
の
火
、
ち
ょ
う
か
い
ぼ
ら
く
杯
と
申
て
、
朝

 
 
顔
の
花
に
た
と
へ
置
れ
て
御
ざ
る
。
朝
顔
の
花
と
申
も
の
が
、
早
朝
に
花
ひ

 
 
ら
げ
、
択
も
見
事
な
、
う
る
ハ
し
い
花
じ
ゃ
と
み
な
人
被
レ
仰
れ
ど
も
、
日

 
 
の
影
を
う
け
て
し
ぼ
ミ
、
夕
に
は
は
ら
り
と
落
る
も
の
で
御
座
る
。
何
と
は

 
 
か
な
い
物
で
は
御
座
ら
ぬ
か
。
（
ア
ド
の
せ
り
ふ
あ
り
。
略
）
ま
た
朝
顔
の
花

 
 
は
待
得
た
盛
り
を
も
ゑ
ま
す
れ
共
、
人
間
と
申
も
の
ハ
、
出
る
い
き
引
い
き

 
 
を
待
ぬ
世
の
中
で
御
座
る
。

 
④
か
様
な
は
か
な
い
身
を
持
な
が
ら
、
後
生
を
常
灯
ぬ
は
無
理
で
御
座
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
伊
藤
源
之
丞
本
「
布
施
無
経
」
）

傍
線
部
が
先
の
続
狂
言
記
と
共
通
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
連
が
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
少
な
く
と
も
江
戸
中
期
の
大
蔵
八
右
衛
門
派
で
は
、
「
無
布
施
経
」
の
教
化
に

の
み
朝
顔
の
喩
え
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
蔵
流
に
お
い
て
は
、

「
無
布
施
経
」
に
お
け
る
教
化
の
添
加
が
「
土
量
」
よ
り
も
先
に
行
な
わ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
大
蔵
弥
右
衛
門
派
の
状
況
に
つ
い
て
、
享
保
九
年
以
前

成
立
の
享
保
保
教
本
（
鷺
伝
右
衛
門
派
の
台
本
で
あ
る
が
、
他
流
の
演
出
に
関
す

る
注
記
を
多
く
含
む
）
を
参
照
し
た
い
。
装
本
「
布
施
無
畏
」
の
注
記
に
「
大
倉

 
 
 
 
 
バ
カ
ナ
イ
（
2
0
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
サ
カ
ホ
 
 
 
 
 
タ
ト
ヘ

ニ
ハ
人
界
ノ
ロ
 
 
電
光
朝
露
石
ノ
火
橦
ノ
花
ノ
讐
ヲ
云
」
と
あ
る
。
享
保
九

年
以
前
の
時
点
で
、
大
蔵
流
（
弥
右
衛
門
派
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
）
で
は
す
で
に

朝
顔
の
喩
え
を
含
む
教
化
が
「
無
布
施
経
」
に
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
（
「
呂
蓮
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
大
蔵
流
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
不
明
）
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
狂
言
記
拾
遺
「
布
施
な
い
」
の
刊
行
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
続

狂
言
記
「
呂
蓮
坊
主
」
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
出

家
狂
言
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
呂
蓮
」
と
「
無
布
施
経
」
は
全
く
別
曲
な
の
で

あ
り
、
し
か
も
「
無
布
施
経
」
に
は
布
施
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
の
教
化
が
も
と

も
と
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
他
流
の
別
の
曲
か
ら
文
句
を
取
り
込
ま

ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
乏
し
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、

大
蔵
流
「
無
布
施
経
」
の
教
化
は
狂
言
記
系
台
本
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
「
無
布
施
経
」
の
教
化
の
添
加
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
伊
藤
源
之
丞
本
「
無
布
施
経
」
の
教
化
に
は
、
続

狂
言
記
や
狂
言
記
拾
遺
に
は
見
え
な
い
「
朝
開
暮
落
」
と
い
う
語
（
文
字
囲
み
を

施
し
た
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
先
に
示
し
た
虎
橋
本
、

ひ
い
て
は
現
行
大
蔵
流
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
朝
開
暮
落
」
を
含
む
喩

え
話
は
、
遡
れ
ば
虎
清
本
「
泣
尼
」
の
説
法
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
し
ゅ
じ
や
う
の
こ
の
よ
は
。
あ
さ
が
ほ
の
は
な
と
を
ぼ
し
め
せ
。
あ
さ
が
ほ

 
 
の
は
な
は
。
さ
う
く
わ
の
中
に
て
も
。
た
ぐ
ひ
な
き
あ
だ
な
る
は
な
〉
れ
ば
。

 
 
て
う
か
い
ぼ
ら
く
と
申
て
。
さ
う
て
う
に
は
な
さ
き
。
日
の
ひ
か
り
に
あ
た

 
 
り
し
ぼ
み
。
や
が
て
お
つ
る
物
な
り
。
 
 
 
 
 
 
（
虎
清
本
「
泣
顔
」
）

大
蔵
流
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
泣
尼
」
の
説
法
か
ら
、
ま
ず
「
無
布
施
経
」
に
「
朝

開
暮
落
」
の
語
と
と
も
に
朝
顔
の
喩
え
が
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
さ
ら
に
「
呂
蓮
」
に
も
応
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
呂
蓮
」
に
は
、
虎
明

本
に
あ
る
よ
う
に
、
「
朝
顔
の
露
」
が
は
か
な
い
も
の
の
喩
え
と
し
て
も
と
も
と
引

か
れ
て
い
た
。
朝
顔
の
喩
え
に
よ
る
教
化
の
増
補
は
、
特
に
狂
言
記
系
台
本
の
影

響
を
受
け
な
く
て
も
成
り
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
推
測
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
続
狂
言
記
「
呂
蓮
坊
主
」
、
狂
言
記
拾
遺
「
布

施
な
い
」
の
教
化
は
、
む
し
ろ
大
蔵
流
（
特
に
八
右
衛
門
派
か
。
伊
藤
源
之
丞
本

「
布
施
無
電
」
傍
線
部
が
一
致
）
の
影
響
下
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し

逆
に
、
そ
れ
ら
狂
言
記
系
台
本
が
大
蔵
流
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
刊

行
の
順
序
か
ら
し
て
も
、
ま
ず
「
呂
蓮
」
に
影
響
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

先
に
見
た
通
り
、
大
蔵
八
右
衛
門
派
で
は
、
宝
暦
頃
の
伊
藤
源
之
丞
本
の
段
階
で

も
、
朝
顔
の
喩
え
は
「
無
布
施
経
」
に
の
み
存
し
、
「
呂
蓮
」
に
は
取
り
込
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
（
文
化
十
四
年
成
立
の
虎
光
本
で
は
、
「
呂
蓮
」
に
も
朝
顔
の
比
喩
を

含
む
教
化
が
存
す
る
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
大
蔵
弥
右
衛
門

派
の
「
無
布
施
経
」
に
は
、
狂
言
記
拾
遺
の
刊
行
以
前
の
時
点
で
、
教
化
に
朝
顔

の
喩
え
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
八
右
衛
門
派
も
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
狂
言
記
系
台
本
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
考
え

に
く
い
の
で
あ
る
。

 
他
流
の
状
況
も
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
和
泉
流
「
呂
蓮
」
に
は
じ
め

て
朝
顔
の
喩
え
を
含
む
教
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、
江
戸
末
期
の
三
宅
派
の
狂
言
集

成
本
で
あ
る
。
「
朝
開
暮
落
」
の
語
が
あ
る
の
で
、
大
蔵
流
の
影
響
と
見
て
よ
か
ろ

う
。
同
本
で
は
さ
ら
に
地
獄
極
楽
の
こ
と
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
独
自
の
工
夫
が

認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
和
泉
流
の
「
無
布
施
経
」
に
お
い
て
は
、
天
理
本
以

来
朝
顔
の
喩
え
は
全
く
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

 
鷺
流
「
上
表
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
ま
ず
仁
右
衛
門
派
で
は
、
大
蔵
流
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
朝
顔
の
喩
え
は
、
安
永
森
本
・
杭
全
本
・
賢
茂
小
杉
本
・
佐
渡
伝
承

本
（
安
藤
本
）
等
の
台
本
を
見
る
限
り
、
全
く
見
え
な
い
。
ま
た
「
無
布
施
経
」

に
つ
い
て
も
、
右
の
諸
本
に
は
い
ず
れ
も
朝
顔
の
喩
え
を
含
ま
な
い
。

 
そ
れ
に
対
し
て
、
同
流
伝
右
衛
門
派
で
は
、
宝
暦
名
言
川
本
・
常
磐
松
文
庫
本
・

山
口
伝
承
本
（
中
西
本
等
）
に
朝
顔
の
喩
え
を
含
む
教
化
が
存
す
る
。
こ
れ
は
大

蔵
流
「
呂
蓮
」
か
ら
の
影
響
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
狂
言
記
系
諸
本
か
ら
の
影

響
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
詞
章
上
の
共
通
点
は
見
出
さ
れ
な
い
。
な
お
、

伝
右
衛
門
派
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
山
口
伝
承
本
「
金
蓮
」
の
教
化
は
、
本
来
「
無

布
施
経
」
固
有
の
も
の
で
あ
る
「
身
命
財
を
な
げ
打
ち
…
」
云
々
の
文
句
を
も
加

え
て
お
り
、
き
わ
め
て
長
大
で
あ
る
。
明
ら
か
に
「
無
布
施
経
」
を
参
照
し
て
増

補
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
無
布
施
経
」
に
つ
い
て
は
、
右
の
伝
右
衛
門
派
諸
本
に

は
い
ず
れ
も
朝
顔
の
喩
え
は
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
教
化
を
大
幅
に
増
補
す
る
こ
と
で
、
僧
に
男
を
発
心
に
導
く
だ

け
の
説
得
力
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
シ
テ
の
演
技
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
近
世
以

降
の
狂
言
の
流
れ
か
ら
し
て
も
必
然
の
展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

野
村
萬
氏
が
シ
テ
の
僧
に
つ
い
て
、

 
 
ア
ド
を
そ
の
気
に
さ
せ
る
教
化
、
そ
の
説
得
性
に
シ
テ
と
し
て
の
技
術
が
必

 
 
要
で
す
が
、
そ
れ
と
「
は
濫
僧
」
「
ほ
蓮
坊
」
だ
の
と
い
う
言
語
遊
戯
と
が
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

 
 
う
折
り
合
い
を
持
つ
か
が
問
題
で
し
ょ
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
名
付
け
の
滑
稽
と
の
間
に
落
差
を
生
じ
る
こ
と
に

な
り
、
結
果
的
に
は
、
い
ろ
は
し
か
知
ら
な
い
無
学
な
僧
と
い
う
設
定
と
や
や
そ

ぐ
わ
な
く
な
っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
狂
言
「
呂
蓮
」
「
柱
杖
」
に
共
通
す
る
筋
の
背
景
に
は
、
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
『
法

然
上
人
秘
伝
』
に
存
す
る
ク
ラ
ン
女
説
話
の
よ
う
な
、
軽
々
し
い
発
心
の
説
話
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
狂
言
の
筋
が
、
そ
う
し
た
談
義
中
の
説
話
を

基
に
発
想
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付
け
〕
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
（
〈
と
り
な
し
〉
の
パ

タ
ー
ン
と
と
も
に
）
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
呂
蓮
」
が
形
成
さ
れ
、

後
に
同
様
の
筋
に
禅
問
答
を
付
加
し
て
、
「
柱
杖
」
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
際
、
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付
け
〕
は
「
呂
蓮
」
と
の
重
複
を
避
け
て
削
除

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
天
正
狂
言
本
「
京
金
」
は
、
〔
い
ろ
は
に
よ
る
名
付

け
〕
を
主
眼
と
す
る
曲
で
あ
っ
た
が
、
「
呂
蓮
」
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
主
た
る
構
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狂言「呂蓮」考

想
を
「
呂
蓮
」
に
い
わ
ば
吸
収
さ
れ
た
格
好
に
な
り
、
結
局
廃
絶
に
至
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

 
近
世
初
期
以
降
の
、
特
に
大
蔵
流
に
お
い
て
、
「
呂
蓮
」
は
（
「
無
布
施
屋
」
と

と
も
に
）
教
化
を
増
や
し
、
シ
テ
の
仕
事
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

は
一
方
で
、
い
ろ
は
し
か
知
ら
な
い
無
学
な
僧
と
い
う
設
定
と
い
さ
さ
か
齪
酷
を

き
た
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

 
「
呂
蓮
」
は
、
出
家
狂
言
の
中
で
は
比
較
的
遅
れ
て
成
立
し
た
曲
で
あ
ろ
う
。

既
存
の
女
狂
言
の
パ
タ
ー
ン
が
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
結
果
、
シ
テ
の
僧
以
外
に
も
個
性
的
な
人
物
像
が
現
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
曲
も
相
応
に
評
価
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
注（

1
）
 
出
家
狂
言
の
中
で
量
的
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
他
に
「
悪
坊
」
「
悪

 
 
太
郎
」
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
二
曲
が
と
も
に
酔
婆
羅
門
出
家
説
話

 
 
を
原
拠
と
す
る
こ
と
は
、
「
呂
蓮
」
「
柱
杖
」
の
共
通
の
背
景
（
後
述
す
る
）

 
 
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
示
唆
的
で
あ
る
。

（
2
）
 
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
6
0
）
「
呂
蓮
」
の
項

 
 
（
橋
本
朝
生
氏
執
筆
）
。

（
3
）
 
『
沙
石
集
』
（
梵
舜
本
）
巻
狩
に
、
信
州
の
上
人
が
三
人
の
子
に
「
思
ヨ
ラ

 
 
ズ
」
「
サ
モ
ア
ル
ラ
ン
」
「
子
細
ナ
シ
」
と
付
け
た
説
話
が
見
え
る
。
な
お
、

 
 
こ
う
し
た
変
わ
っ
た
名
付
け
を
主
眼
と
す
る
狂
言
に
は
、
他
に
「
比
丘
貞
」

 
 
「
財
宝
」
が
あ
る
。

（
4
）
 
鈴
木
業
三
軸
校
注
『
醒
睡
笑
』
下
（
岩
波
文
庫
、
昭
6
1
）
に
よ
る
。

（
5
）
 
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
漢
字
を
当
て
、
仮
名
を
統

 
 
一
す
る
な
ど
し
て
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
6
）
 
拙
稿
「
小
名
狂
言
に
お
け
る
〈
と
り
な
し
〉
の
方
法
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』

 
 
2
8
、
昭
6
1
・
1
2
）
参
照
。

（
7
）
 
「
ゑ
た
ひ
」
は
「
得
度
」
の
意
味
ら
し
い
。
橋
本
朝
生
氏
「
天
正
狂
言
本
の

 
 
出
家
狂
言
・
座
頭
狂
言
」
（
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み
づ
き
書
房
、
平
8
所

 
 
収
）
に
、
「
ゑ
た
ひ
」
が
「
得
度
」
の
写
し
誤
り
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
鷹
尾

 
 
純
氏
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

（
8
）
 
こ
の
曲
は
大
蔵
流
で
は
虎
上
本
に
あ
る
の
み
で
、
以
下
の
台
本
に
は
見
え

 
 
な
い
。
和
泉
流
で
は
天
理
本
以
下
の
台
本
に
存
す
る
。
鷺
流
で
は
、
宝
暦
名

 
 
女
川
本
「
遠
雑
類
」
に
あ
っ
た
が
現
在
散
逸
。
狂
言
記
拾
遺
に
は
収
め
ら
れ

 
 
て
い
る
。

（
9
）
 
こ
の
他
、
和
泉
流
番
外
曲
「
三
人
僧
（
出
家
狩
人
）
」
も
同
じ
筋
立
て
を
も

 
 
つ
。
旅
僧
の
教
化
に
よ
っ
て
狩
人
と
百
姓
が
出
家
す
る
が
、
各
々
の
妻
が
出

 
 
て
そ
れ
を
制
す
る
と
い
う
内
容
で
、
二
組
の
夫
婦
を
出
す
の
が
特
徴
で
あ
る
。

（
1
0
）
 
日
本
の
絵
巻
2
0
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
6
3
）
に
よ
る
。

（
1
1
）
 
『
真
宗
史
料
集
成
 
第
五
巻
 
談
義
本
』
（
同
朋
舎
、
昭
5
4
）
に
よ
る
。
な

 
 
お
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
十
二
（
角
川
書
店
、
昭
5
9
）
に
は
、
赤
木
文

 
 
庫
本
（
『
松
虫
鈴
虫
讃
嘆
文
』
と
仮
題
す
る
）
を
収
め
る
。

（
1
2
）
 
井
川
定
慶
氏
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
（
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭

 
 
3
6
）
。
こ
の
『
法
然
上
人
秘
伝
』
に
は
、
黒
白
僧
正
説
話
、
周
梨
葉
月
説
話
、

 
 
禅
勝
房
に
よ
る
清
水
寺
で
の
妻
乞
い
説
話
等
、
能
・
狂
言
と
関
連
す
る
説
話

 
 
が
他
に
も
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
1
3
）
 
『
浄
土
宗
全
書
十
七
 
伝
記
系
譜
』
（
山
喜
雪
仏
書
林
、
昭
4
6
）
所
収
享
保

 
 
十
七
年
刊
本
に
よ
る
。
な
お
、
『
法
然
上
人
秘
伝
』
は
、
他
に
高
野
山
中
院
御

 
 
坊
蔵
本
（
『
仏
教
古
典
叢
書
』
中
外
出
版
社
、
大
1
2
）
、
禿
氏
祥
祐
氏
蔵
本
（
『
法

 
 
然
上
人
伝
全
集
』
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭
4
2
）
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る

 
 
（
禿
氏
氏
蔵
本
は
脱
文
の
多
い
残
欠
本
で
、
『
松
虫
鈴
虫
物
語
』
の
部
分
は
存

 
 
し
な
い
）
。
こ
の
う
ち
中
院
御
坊
蔵
本
は
、
赤
木
文
庫
本
『
松
虫
鈴
虫
讃
嘆
文
』

 
 
と
同
じ
く
「
九
乱
女
」
と
表
記
す
る
。

（
1
4
）
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
 
新
撰
狂
歌
集
 
古
今
夷
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曲
集
』
（
岩
波
書
店
、
平
5
）
所
収
寛
文
六
年
刊
本
に
よ
る
。

（
1
5
）
 
池
田
廣
司
氏
・
北
原
保
雄
氏
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
 
本
文
篇
中
』

 
 
（
表
現
社
、
昭
4
8
）
「
柱
杖
」
頭
注
参
照
。

（
1
6
）
 
天
理
本
「
呂
蓮
」
は
、
法
名
を
付
け
て
か
ら
後
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
其

 
 
時
女
出
て
、
い
つ
れ
も
柱
杖
の
心
也
、
留
や
う
も
同
前
」
と
あ
っ
て
、
せ
り

 
 
ふ
の
記
載
を
省
い
て
い
る
た
め
、
こ
の
夫
の
せ
り
ふ
は
「
柱
杖
」
に
よ
っ
た
。

 
 
後
に
引
く
妻
の
せ
り
ふ
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
1
7
）
 
福
王
流
の
型
付
『
盛
勝
本
衣
装
付
』
（
慶
長
十
六
年
奥
書
）
に
、
「
太
夫
、

 
 
は
ち
ま
き
、
大
口
、
そ
ば
つ
ぎ
。
太
刀
を
左
に
持
テ
出
ル
。
後
、
角
ぼ
う
し
、

 
 
水
衣
也
」
と
あ
り
、
舞
台
で
法
体
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
1
8
）
 
野
村
万
蔵
（
七
世
、
現
萬
）
氏
『
狂
言
 
伝
承
の
技
と
心
』
（
平
凡
社
、
平

 
 
7
）
。
同
書
に
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
鷺
流
に
は
男
を
シ
テ
と
す
る
演
出
も
あ
っ

 
 
た
（
宝
暦
名
女
川
本
・
賢
茂
小
杉
本
〈
替
〉
）
。

（
1
9
）
 
田
口
和
夫
氏
「
狂
言
〈
地
蔵
舞
〉
の
研
究
i
狂
言
史
の
観
点
か
ら
一
」
（
『
文

 
 
教
大
学
国
文
』
1
3
、
昭
5
9
・
3
。
『
能
・
狂
言
研
究
一
中
世
文
芸
論
考
i
』
三

 
 
弥
井
書
店
、
平
9
所
収
）
。

（
2
0
）
 
こ
の
一
字
、
字
形
不
明
。
言
偏
に
雲
に
似
た
労
を
書
く
。

（
2
1
）
 
注
（
1
8
）
に
同
じ
。
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