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『
今
昔
物
語
集
』
七
1
「
唐
玄
宗
初
供
養
大
般
若
翌
翌
」
は
、
標
題
の
示
す

と
お
り
、
唐
の
玄
宗
の
時
、
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
大
般
若
経
の
供
養
の
よ

う
す
を
伝
え
る
は
な
し
だ
。

 
玄
奨
が
天
竺
か
ら
持
ち
帰
っ
た
大
般
若
経
の
翻
訳
が
完
成
し
た
こ
と
を
祝
っ

て
、
盛
大
に
留
り
お
こ
な
わ
れ
た
供
養
で
は
、
経
が
光
を
放
っ
て
あ
た
り
を
照

ら
す
な
ど
の
端
祥
が
あ
ら
わ
れ
、
以
来
、
国
は
あ
げ
て
、
こ
の
経
を
恭
敬
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

 
七
1
は
巻
七
の
巻
頭
話
で
あ
る
と
同
時
に
、
巻
六
か
ら
巻
七
に
か
け
て
配
置

さ
れ
て
い
る
諸
経
霊
験
諌
の
話
群
に
あ
っ
て
、
般
若
経
に
関
す
る
十
二
話
の
霊

験
諺
の
、
冒
頭
を
か
ざ
る
位
置
に
あ
る
。

 
七
1
を
読
む
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
、
集
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
巻
頭
話
で
あ
る
こ
と
と
、
般
若
経
霊
験
謹
の
冒
頭
話
で

あ
る
こ
と
と
の
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
宿
命
を
背
負

わ
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
だ
。

 
と
こ
ろ
で
、
七
1
に
は
じ
つ
は
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
二
点
の
錯
誤

が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
、
出
典
の
文
言
の
読
み
違
い
や
、
歴
史
的
事
実
の

思
い
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
単
純
な
錯
誤
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

 
だ
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
こ
の
錯
誤
は
、
右
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
重
ね
あ

わ
せ
て
と
ら
え
る
の
が
自
然
の
よ
う
だ
。
か
り
に
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た

潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
七
1
の
重
み
が
、
1
正
確
に

い
え
ば
、
重
み
を
も
た
せ
た
い
と
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
 
 
回

れ
る
。
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七
1
に
み
と
め
ら
れ
る
錯
誤
の
第
一
は
、
大
般
若
経
の
翻
訳
を
、
玄
宗
の
時
代

だ
と
し
て
い
る
点
だ
。
そ
れ
が
玄
宗
の
時
代
で
あ
っ
た
と
の
認
識
は
、
標
題
と

本
文
の
冒
頭
と
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
・
皆
具
謡
初
供
養
大
般
若
経
語
（
標
題
）

 
 
・
今
昔
、
震
旦
ノ
唐
玄
宗
ノ
代
二
、
玄
 
三
蔵
、
大
般
若
経
ヲ
翻
訳
シ
給
フ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
本
文
）

 
標
題
は
供
養
を
、
そ
し
て
本
文
は
翻
訳
完
了
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ

て
い
る
が
、
供
養
は
翻
訳
の
完
了
か
ら
程
を
へ
ず
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
時
期
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
違
い
は
、
こ
と
さ
ら
も
ん
だ
い
に
す
る
ま
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で
も
な
い
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
玄
宗
の
時
代
だ
と
す
る
の
は
誤
り
だ
。

 
大
般
若
経
の
翻
訳
が
完
成
し
、
供
養
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
本
文
中

に
も
あ
る
よ
う
に
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
だ
。
こ
れ
は
第
≡
代
高
宗
の
時
代
に

あ
た
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
大
系
本
が
指
摘
し
て
い
る
。
第
八
代
の
玄
宗

が
即
位
す
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
五
十
年
後
の
こ
と
だ
。
時
間
の
ず
れ
は

お
お
う
べ
く
も
な
い
。

 
玄
 
は
、
大
般
若
経
の
翻
訳
が
完
了
し
た
翌
年
に
没
し
た
。
玄
宗
の
生
ま
れ

る
前
の
こ
と
だ
。
彼
と
玄
宗
と
の
間
に
、
時
間
的
な
接
点
は
な
い
。
大
般
若
経

の
翻
訳
を
玄
宗
の
時
代
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
用
意
で
、
初
歩
的
な
誤

り
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
七
1
へ
の
玄
宗
の
登
場
は
、
七
1
に
と
っ
て
不
都
合
な
だ
け
で
な
く
、
七
2

と
の
関
係
に
と
っ
て
も
不
都
合
だ
。

 
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
七
1
は
、
般
若
経
霊
験
謹
を
構
成
す
る
十
二
話
の
話

群
の
、
冒
頭
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
完
訳
を
み
た
大

般
若
経
の
、
は
じ
め
て
の
供
養
に
関
す
る
は
な
し
だ
か
ら
だ
。
続
く
七
2
「
唐

高
這
代
、
書
写
大
般
若
客
語
」
は
、
高
宗
の
命
を
受
け
て
大
般
若
経
を
書
写
し

た
人
物
が
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
な
し
だ
。
そ
こ

に
記
さ
れ
て
い
る
夕
冷
元
年
・
（
六
六
六
）
と
い
う
年
号
か
ら
し
て
も
、
ま
た
大

般
若
経
と
い
う
呼
称
か
ら
し
て
も
、
こ
の
と
き
書
写
し
た
経
は
、
玄
 
ら
に
よ
っ

て
翻
訳
さ
れ
た
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

 
初
供
養
か
ら
書
写
功
徳
へ
。
七
1
と
七
2
と
は
、
時
問
の
経
過
に
し
た
が
っ

て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
出
典
で
あ
る
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
配
列

を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
、
と
う
ぜ
ん
と
い
え
ば
、
し
ご
く
と
う
ぜ
ん
な

配
列
だ
。
逆
は
あ
り
え
な
い
。
両
者
は
、
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
時
代
は
七
1
が
七
2
に
先
行
す
る
の
に

対
し
て
、
皇
帝
に
関
す
る
部
分
は
第
八
代
か
ら
第
三
代
へ
と
、
時
代
の
前
後
が

逆
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ね
じ
れ
現
象
だ
。

 
要
す
る
に
、
事
実
関
係
か
ら
し
て
も
、
ま
た
説
話
配
列
の
面
か
ら
し
て
も
、

玄
宗
が
七
1
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
、
無
理
が
あ
る
の
だ
。

 
七
1
の
出
典
で
あ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
に
は
、
訳
経
完
了
の

報
に
接
し
て
帝
が
歓
喜
し
た
と
の
記
事
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
帝
が
誰
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
編
者
は
そ
の
帝
を
玄
宗
だ
と
判
断
し

て
、
〈
玄
宗
ノ
代
〉
云
々
の
文
言
を
七
1
に
挿
入
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、
な
ぜ
く
玄
宗
V
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
六
6
「
玄
 
三
蔵
、
渡
天
竺
伝
法
帰
来
語
」
が
参
考

に
な
る
。
六
6
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
き
出
し
て
始
ま
る
。

 
 
今
昔
、
震
旦
二
唐
ノ
玄
孫
ノ
代
二
玄
 
法
師
ト
申
ス
聖
人
在
マ
シ
ケ
リ
。

 
〈
玄
孫
〉
に
つ
い
て
大
系
本
は
、
玄
宗
の
誤
記
だ
と
し
た
ば
あ
い
に
時
代
が

あ
わ
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
「
第
三
代
の
意
に
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

該
当
す
る
皇
帝
は
高
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
注
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

高
宗
な
ら
ば
時
代
は
あ
う
。

 
だ
が
、
は
な
し
の
主
人
公
の
活
躍
し
た
時
代
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

〈
唐
ノ
玄
孫
ノ
代
〉
と
い
う
表
現
は
、
い
か
に
も
な
じ
ま
な
い
。
〈
玄
孫
〉
は

本
来
、
時
代
を
説
明
す
る
に
際
し
て
用
い
る
語
で
は
な
い
。
基
点
と
な
る
人
物

を
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
人
物
と
の
血
統
上
の
距
離
を
説
明
す
る
の
に
用
い
る

語
だ
。
げ
ん
に
、
六
6
以
外
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
例
も
、
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
六
6
の
〈
玄
孫
〉
は
、
そ
れ
の
配
さ
れ
て
い
る
文
脈
か
ら
し
て
、
玄
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宗
の
誤
り
だ
と
解
し
た
方
が
無
理
が
な
い
だ
ろ
う
。

 
七
1
の
錯
誤
と
六
6
の
記
事
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
き
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
編
者
に
は
ど
う
や
ら
、
玄
 
と
玄
宗
と
を
結
び
つ
け
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る

志
向
の
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

 
六
6
は
、
玄
 
の
天
竺
行
を
、
複
数
の
資
料
を
合
成
し
て
構
成
し
た
も
の
だ
。

現
段
階
で
出
典
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
ど
の
資
料
に
も
、
そ
れ
を
玄
宗
の
時
代
だ

と
す
る
記
事
は
み
あ
た
ら
な
い
。
七
1
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
も
と
も
と

・
出
典
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
、
そ
の
合
成
に
際
し
て
挿
入
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。

2

 
錯
誤
の
第
二
は
、
玄
 
に
よ
る
大
般
若
経
の
翻
訳
の
協
力
者
と
し
て
、
青
照

と
慶
賀
と
の
名
を
あ
げ
て
い
る
点
だ
。
原
文
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
。
．

 
 
玄
 
三
蔵
、
大
般
若
経
ヲ
翻
訳
シ
給
フ
。
玉
花
寺
ノ
都
維
那
ノ
沙
門
、
寂

 
 
照
・
慶
賀
等
筆
受
タ
リ
。

 
「
筆
受
」
と
は
、
口
授
を
筆
記
す
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
大
意
若
干
の
翻
訳

は
、
玄
 
が
口
頭
で
訳
し
た
も
の
を
、
寂
照
や
慶
賀
ら
が
文
字
化
す
る
と
い
う

方
法
で
す
す
め
ら
れ
た
と
、
七
1
は
説
明
し
て
い
る
わ
け
だ
σ

 
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
だ
。
大
般
若
経
の
翻
訳
は
、
少
数
の
人
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
多
人
数
の
専
門
化
に
よ
る
共
同
作
業
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
寂
照
は
お

そ
ら
く
、
そ
の
翻
訳
者
集
団
に
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
慶
賀
に
い
た
っ

て
は
、
翻
訳
に
か
か
わ
っ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
人
名
で
さ
え
も
な
い
。
『
今

昔
物
語
集
』
は
出
典
を
読
み
違
え
て
い
る
。

 
事
実
関
係
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
順
序
と
し
て
、
出
典
の
読
み
違
い

を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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』
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七
1
の
出
典
で
あ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
で
は
、
右
の
部
分
に

相
当
す
る
個
所
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
 
玉
花
寺
都
維
那
沙
門
寂
照
。
慶
賀
翻
訳
会
心
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
こ
れ
を
、
〈
寂
照
と
慶
賀
と
に
よ
っ
て
翻
訳
が
完
了
し
た
〉

と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
く
翻
訳
の
完
了
し
た
こ
と
を
寂
照
は
慶
賀
し
た
〉

と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
慶
賀
は
人
名
で
は
な
い
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
は
そ
も
そ
も
、
「
大
層
聖
経
初
供
養
感
応
」

と
の
標
題
が
示
す
よ
う
に
、
大
般
若
経
の
初
供
養
の
さ
ま
を
伝
え
る
は
な
し
だ
。

翻
訳
が
完
了
し
た
と
い
う
結
果
を
前
提
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

結
果
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
過
程
は
問
題
で
は
な
い
。
翻
訳
が
ど
の
よ
，

う
に
す
す
め
ら
れ
た
か
は
、
も
と
も
と
関
心
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
を
ふ
ま
え

な
が
ら
も
そ
れ
を
踏
み
越
え
、
翻
訳
の
さ
ま
に
言
及
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結

果
、
単
に
翻
訳
の
完
了
を
慶
賀
し
た
に
す
ぎ
な
い
寂
照
を
、
翻
訳
に
参
画
し
た

人
物
、
1
そ
れ
も
、
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
人
物
だ
と
認
定
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
。

 
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ハ
初
供
養
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
あ

ま
り
に
犯
し
た
、
い
わ
ば
勇
み
足
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

 
慶
賀
を
人
名
だ
と
取
り
違
え
た
の
も
、
「
魚
串
」
と
の
出
典
に
な
い
文
言
を

導
入
七
て
彼
ら
の
役
割
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
て
い
る
の
も
、
同
じ
発
想
に
も

と
つ
く
連
動
し
た
解
釈
だ
。
思
い
込
み
に
よ
る
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
が
、
七
1

を
出
典
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

 
慶
賀
が
人
名
で
な
く
、
寂
照
も
翻
訳
活
動
に
参
画
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
も
っ
と
も
詳
細
に
伝
え
る
『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
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師
伝
』
（
慈
恩
伝
）
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。

 
慶
賀
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
慈
恩
伝
』
は
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
ほ
ぼ
同

じ
く
、

 
 
玉
花
寺
都
維
那
寂
照
。
慶
賀
功
畢
書
斎
供
養
。

と
し
て
い
る
。
初
供
養
は
翻
訳
の
完
了
を
慶
賀
し
て
、
寂
照
が
経
営
し
た
と
い

う
の
だ
。

 
寂
照
に
つ
い
て
は
、
大
般
若
経
の
翻
訳
さ
れ
た
前
後
の
状
況
を
み
る
必
要
が

あ
る
。
『
慈
丁
零
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
間
の
事
情
は
、
あ
ら
ま
し
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
般
若
経
に
は
す
で
に
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
惜
し

む
ら
く
は
、
そ
れ
は
抄
訳
だ
っ
た
。
そ
こ
で
人
々
は
、
玄
装
に
完
訳
を
要
請
し

た
。
玄
奨
も
般
若
経
の
翻
訳
に
は
積
極
的
な
意
欲
を
示
し
、
帝
の
許
し
を
え
て

都
を
離
れ
、
玉
里
宮
（
玉
花
寺
）
に
移
っ
た
。
都
に
い
た
の
で
は
雑
用
に
か
ま

け
て
、
存
命
中
の
成
就
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
（
衆
人
更
請
委
翻
。

然
般
若
面
大
。
京
師
当
務
又
人
命
無
常
学
漫
得
了
。
即
請
託
於
玉
華
宮
翻
訳
。

帝
許
焉
）
。

 
玄
 
は
、
玉
華
宮
に
「
翻
経
大
徳
及
門
徒
等
」
を
引
き
具
し
て
行
っ
た
。
同

行
し
た
「
五
経
大
徳
」
と
は
、
玄
 
が
西
明
寺
に
在
住
し
た
当
時
、
勅
命
に
よ
っ

て
選
任
さ
れ
た
五
十
人
の
大
徳
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

人
ず
つ
の
侍
者
が
つ
い
て
い
た
。
ほ
か
に
一
五
〇
人
の
童
子
や
、
あ
ら
た
に
得

度
し
た
十
人
の
弟
子
た
ち
も
、
翻
訳
活
動
の
協
力
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
た
。

 
翻
訳
は
、
顕
徳
五
年
（
六
八
○
）
正
月
一
日
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
般
若
経

が
大
部
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
作
業
は
難
渋
し
、
翻
訳
に
あ
た
っ
た
学
徒
は
、

経
の
一
部
を
割
愛
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
玄
装
も
彼
ら
の
意
見
を
入
れ
、
一
時

は
、
抄
訳
や
む
な
し
と
の
方
向
に
傾
き
か
け
た
（
経
梵
総
有
二
十
萬
頒
。
文
既

広
大
。
学
徒
毎
請
捌
略
。
法
師
将
傾
衆
意
。
如
羅
什
所
翻
。
除
繁
去
重
。
作
此

念
已
）
。

 
だ
が
、
け
っ
き
ょ
く
四
年
近
い
歳
月
を
か
け
て
、
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
十

「
月
、
所
期
の
目
的
ど
お
り
、
般
若
経
の
翻
訳
を
な
し
と
げ
た
。
六
百
巻
に
お
よ

ぶ
新
訳
は
、
「
大
般
若
経
」
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
事
業
の
完
成
を
祝
っ

て
玉
花
寺
で
は
、
さ
っ
そ
く
供
養
が
開
か
れ
た
。

 
要
す
る
に
、
『
慈
恩
伝
』
に
よ
れ
ば
大
般
若
経
の
翻
訳
は
、
七
1
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
玄
 
の
口
授
を
筆
記
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
口
授
に
よ

る
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
一
部
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ

う
。
翻
訳
は
原
則
的
に
は
、
「
大
徳
」
「
翻
訳
大
徳
」
、
あ
る
い
は
「
学
徒
」
・
と

よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
専
門
家
集
団
の
共
同
作
業
で
す
す
め
ら
れ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
彼
ら
は
、
玄
 
に
対
し
て
、
翻
訳
困
難
な
個
所
の
「
捌
手
」
を
求
め

も
し
た
の
だ
。
ま
た
玄
 
も
、
彼
ら
の
協
力
な
し
に
翻
訳
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
い
っ
そ
う
の
努
力
を
要
請
し
て
も
い
る
（
経
部

甚
大
毎
催
不
終
。
．
努
力
人
加
勤
懇
勿
辞
労
苦
）
。

 
玄
 
を
助
け
た
専
門
家
集
団
は
、
玉
花
寺
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
す
で
に
選

ば
れ
て
い
た
。
玉
花
寺
は
、
彼
ら
が
翻
訳
活
動
に
専
念
で
き
る
場
と
し
て
設
定

さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
玉
花
寺
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
翻
訳
要
員
の
提
供

な
ど
で
は
な
く
、
翻
訳
環
境
の
整
備
、
維
持
な
の
だ
。

 
平
角
は
、
玉
花
寺
の
都
維
那
、
す
な
わ
ち
寺
務
担
当
者
と
し
て
、
下
書
ら
の

翻
訳
活
動
を
側
面
か
ら
支
え
る
立
場
に
は
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
直
接

参
画
す
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
そ
う
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

（66）
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七
1
に
み
と
め
ら
れ
る
右
の
二
点
の
錯
誤
は
、
根
を
同
じ
う
す
る
。
翻
訳
の

お
こ
な
わ
れ
た
時
代
を
玄
宗
の
治
世
だ
と
し
た
第
一
の
錯
誤
も
、
大
般
若
経
の

翻
訳
を
寂
照
、
慶
賀
ら
の
筆
受
に
よ
る
と
し
た
第
二
の
錯
誤
も
、
と
も
に
出
典

の
不
備
不
足
を
補
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
よ
り
発
し
た
も
の
だ
。

 
も
っ
と
も
、
出
典
の
不
備
不
足
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
『
今
昔
物
語
集
』

の
側
か
ら
の
と
ら
え
方
だ
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
そ
れ
自
体
に
、
な

ん
ら
か
の
不
都
合
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

 
た
だ
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
で
自
前
の
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て

は
、
供
養
の
際
に
顕
現
し
た
瑞
祥
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
の
判
断
が
、
『
今
昔

．
物
語
集
』
に
は
、
は
た
ら
い
た
の
だ
。
般
若
経
霊
験
諌
の
話
群
の
冒
頭
に
す
え

る
た
め
に
は
、
史
的
展
開
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
条
件
が
冠
し
い
。

そ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
形
も
整
い
、
は
な
し
と
し
て
の
安
定

性
も
増
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
当
該
話
の
権
威
化
に
つ
も
つ
な
が
る
。
編
者
は
お

そ
ら
く
、
こ
う
考
え
た
。

 
そ
こ
で
翻
訳
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
典
に
な
い
〈
玄
宗
ノ
代
〉
を
補
う
と

と
も
に
、
翻
訳
者
と
翻
訳
の
様
態
に
つ
い
て
は
、
出
典
の
記
事
を
お
お
は
ば
に

ふ
く
ら
ま
せ
た
。

 
結
果
と
し
て
、
こ
う
し
た
措
置
は
裏
目
に
出
た
。
出
典
の
文
言
の
読
み
違
い

や
事
実
誤
認
な
ど
と
い
う
、
弁
明
の
し
よ
う
の
な
い
錯
誤
を
呼
び
込
ん
で
し

ま
っ
た
。

 
し
か
し
、
結
果
は
と
も
あ
れ
、
錯
誤
の
背
景
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
し
だ

『
今
昔
物
語
集
』
巻
七
第
一
話
の
錯
誤
か
ら
 
-
標
題
・
本
文
・
評
語
-

い
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
出
典
の
補
足
と
同
義
語
で
あ
る
七
1
の
強
化
補
強
は
、
い
ま
い

う
よ
う
に
史
的
展
開
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
の
目
的
を
も
つ
も

の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
標
題
に
示
さ
れ
た
〈
初
〉
を
強
調
せ

ん
と
す
る
も
の
だ
。

 
事
実
、
七
1
に
〈
初
〉
は
不
可
欠
だ
。
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
供
養
に
関

す
る
は
な
し
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
七
1
は
七
1
で
あ
り
え
た
。
〈
初
〉
を
欠
い

た
七
1
な
ど
、
存
在
理
由
が
な
い
。

 
そ
も
そ
も
、
『
≡
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
を
七
1
の
出
典
と
し
て
採
用
し

た
の
も
、
そ
れ
が
標
題
に
「
大
般
若
経
最
初
供
養
感
応
」
と
、
〈
最
初
〉
の
語

を
か
か
げ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
供
養
が
、
大
般
若

経
の
は
じ
め
て
の
供
養
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
は
、
標
題
の
〈
最
初
〉
だ
け
だ
。

本
文
中
に
は
な
い
。
供
養
の
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
龍
朔
三
年
と
の
記
事
が
本
文

中
に
あ
り
、
調
べ
れ
ば
こ
れ
は
、
翻
訳
完
了
直
後
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
け
れ
ど

も
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
調
べ
た
形
跡
は
な
い
。

 
さ
て
、
標
題
の
〈
最
初
〉
を
手
が
か
り
と
し
て
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）

を
出
典
と
し
て
採
用
し
た
七
ユ
は
、
「
唐
玄
宗
初
供
養
大
般
若
経
語
」
と
、
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
の
標
題
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
転
用

し
た
。
同
時
に
、
話
末
の
評
語
で
も
「
此
レ
、
大
般
若
経
ヲ
供
養
シ
奉
ル
初
寒

也
」
と
、
念
押
し
を
し
て
い
る
。
標
題
と
評
語
と
へ
の
こ
う
し
た
重
出
現
象
は
、

〈
初
〉
に
こ
め
た
期
待
の
強
さ
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
標
題
と
評
語
に
は
〈
初
〉

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
の
場
合
と
同
様
、
じ
つ
は
、

七
1
の
本
文
中
に
は
そ
れ
は
な
い
の
だ
。

（67）



 
つ
ま
り
、
七
1
に
あ
っ
て
は
、
一
話
の
核
と
な
る
肝
心
な
部
分
を
本
文
は
欠

い
て
お
り
、
そ
れ
を
標
題
ど
評
語
と
で
補
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
標
題
、
本
文
、
評
語
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
も
ち
、
機
能
を
分
担
し
あ
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
う
し
た
補
完
の
構
造
は
、
七
1
に
と
っ
て
、
存
立
に
か

か
わ
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

 
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
各
話
が
原
則
と
し
て
標
題
、
本
文
、

評
語
の
三
部
門
か
ら
な
り
た
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
七
1
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

全
巻
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

4

 
一
部
門
例
外
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
各
話
は
、
標
題
、
本
文
、

評
語
の
三
部
門
で
構
成
さ
れ
る
の
を
基
本
と
す
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』

の
、
き
わ
だ
っ
た
特
色
だ
。

 
し
た
が
っ
て
『
今
昔
物
語
集
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
三
部

門
を
総
合
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
三
部
門
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
編
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
な
の
だ
。

 
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
こ
れ

ま
で
、
そ
の
よ
う
な
読
ま
れ
か
た
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
各
部
門
が
個
別

に
考
察
さ
れ
た
り
、
標
題
と
本
文
、
あ
る
い
は
本
文
と
評
語
と
い
っ
た
か
た
ち

で
二
部
門
の
関
連
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
三
部
門
が
総
合
し

て
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
、
不

幸
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
と
り
わ
け
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
不
幸
だ
っ
た
の
は
、
標
題
を
と
お
し

て
の
考
察
が
手
薄
だ
っ
た
こ
と
だ
。
標
題
は
な
に
よ
り
も
、
編
者
の
読
み
を
あ

ら
わ
す
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
読
み
に
も
と
づ
い
て
、
読
者
の
読
み
を
方
向

づ
け
よ
う
と
す
る
目
的
と
機
能
と
を
も
つ
。
と
う
ぜ
ん
そ
こ
に
は
、
作
品
形
成

の
た
め
の
、
集
合
の
論
理
が
は
た
ら
く
。
標
題
に
は
、
編
者
の
『
今
昔
物
語
集
』

に
か
け
る
思
い
が
、
も
っ
と
も
直
裁
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

 
そ
れ
ゆ
え
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
な
す
べ
き
こ

と
は
、
標
題
を
視
座
と
し
て
、
編
者
の
読
み
や
、
作
品
形
成
へ
の
も
く
ろ
み
に

耳
を
傾
け
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
評
価
や
論
評
は
、
し
か
る
後
に
な

、
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
標
題
に
示
さ
れ
た
編
者
の
読
み
や
編
集
の
ね
ら
い
を

顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
加
え
ら
れ
た
評
価
は
、
や
や
も
す
れ
ば
客
観
性
を
欠
き
、

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
実
態
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。

 
七
1
に
戻
っ
て
、
そ
こ
で
の
標
題
、
本
文
、
評
語
の
機
能
、
あ
る
い
は
役
割

分
担
な
ど
に
、
い
ま
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

 
ま
ず
本
文
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
を
受
け
、
基
本
的
に
は
そ
れ

に
し
た
が
っ
て
い
る
。
一
部
に
、
供
養
で
顕
現
し
た
瑞
祥
に
対
す
る
参
列
者
の

反
応
を
説
明
す
る
「
皇
帝
ヨ
リ
暴
圧
大
臣
・
百
官
、
量
器
レ
ヲ
見
テ
歓
喜
シ
テ
、

各
回
有
也
ト
思
フ
」
の
よ
う
な
、
出
典
に
な
い
記
述
が
補
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
供
養
の
主
催
者
を
皇
帝
だ
と
す
る
設
定
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
、
拡
大
解

釈
で
あ
り
、
権
威
づ
け
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
〈
は
み
出
し
〉
は
あ

る
も
の
の
、
本
文
は
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
（
中
4
2
）
の
枠
組
み
の
中
に
、
お

お
む
ね
お
さ
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

 
標
題
は
、
供
養
の
歴
史
的
な
意
図
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
こ
の
は
な
し
を

七
1
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
の
必
然
性
を
主
張
し
う
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い

る
。
時
代
を
さ
し
示
す
〈
唐
玄
宗
〉
の
挿
入
も
、
そ
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

標
題
に
は
、
作
品
形
成
の
た
め
の
集
合
の
論
理
が
色
濃
く
出
て
い
る
。
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一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
出
典
の
枠
組
み
の
中
で
、
改
変
を
な
る
べ
く
小
規

模
な
も
の
に
お
さ
え
な
が
ら
、
は
な
し
に
説
得
力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
本
文
だ
。
目
は
つ
ね
に
内
側
に
向
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
標
題
の
目

は
、
は
な
し
の
外
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
、
『
今
昔
物

語
集
』
の
組
織
だ
。

 
標
題
は
本
来
、
本
文
に
協
力
し
て
、
そ
の
力
を
引
き
出
す
は
た
ら
き
を
す
る

は
ず
の
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
し
ば
し
ば
、
本
文
と
志
向
す
る
と

こ
ろ
に
微
妙
な
違
い
の
あ
る
例
が
み
ら
れ
る
。
と
き
に
は
、
本
文
を
置
き
去
り

に
し
た
標
題
さ
え
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と

お
り
だ
（
『
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
』
六
章
）
。

 
七
1
の
標
題
と
本
文
と
の
関
係
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
一
般
的
な
傾
向
と
、

ほ
ぼ
通
じ
あ
う
。
標
題
は
本
文
を
助
け
、
そ
の
欠
を
補
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
た
だ
単
に
、
本
文
に
協
力
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
標
題
と
し
て
の
目
的

意
識
、
あ
る
い
は
主
張
を
も
っ
た
う
え
で
の
協
力
関
係
な
の
だ
。
む
し
ろ
、
標

題
が
主
導
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

 
さ
て
七
1
の
評
語
は
、
志
向
す
る
と
こ
ろ
の
微
妙
に
違
う
標
題
と
本
文
と
を

ふ
ま
え
て
、
そ
れ
ら
を
調
整
し
、
調
和
を
は
か
る
と
と
も
に
、
本
文
の
趣
旨
の

徹
底
と
、
増
幅
と
を
は
か
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
よ
う
。

 
 
此
レ
、
大
般
若
経
ヲ
供
養
シ
奉
ル
初
メ
也
。
其
後
、
一
挙
テ
此
ノ
経
ヲ
恭

 
 
敬
供
養
シ
、
受
持
、
読
諦
シ
奉
ル
、
必
ズ
霊
験
掲
焉
ナ
ル
宇
多
シ
テ
干
今

 
 
三
絶
ズ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

 
二
文
か
ら
な
る
評
語
の
う
ち
、
第
一
の
文
は
標
題
を
受
け
て
お
り
、
続
く
第

二
の
文
は
、
本
文
を
受
け
て
い
る
。
，
標
題
を
受
け
て
い
る
第
一
の
文
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

『
今
昔
物
語
集
』
三
七
第
一
話
の
錯
誤
か
ら
 
1
標
題
・
本
文
・
評
語
一

 
供
養
で
顕
現
し
た
瑞
祥
の
波
及
効
果
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
大
般
若
経
は
国

中
で
ひ
ろ
く
恭
敬
さ
れ
た
と
い
う
第
二
の
文
は
、
本
文
中
に
み
え
る
玄
 
の
、

次
の
セ
リ
フ
を
受
け
た
も
の
だ
。

 
 
経
二
説
ク
ガ
如
シ
、
『
四
方
二
大
乗
ヲ
願
ハ
ム
者
有
テ
、
国
王
・
大
臣
・

 
 
四
部
ノ
徒
衆
、
此
ノ
経
ヲ
書
写
シ
訥
持
シ
読
諦
シ
流
布
セ
ム
、
皆
、
二
二

 
 
生
ズ
ル
事
得
テ
究
寛
解
脱
藩
ム
ト
』
既
二
此
ノ
文
有
リ
、
不
可
滅
失
ズ
。

 
瑞
祥
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
玄
 
が
、
大
般
若
経
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と

を
確
信
し
、
書
写
、
請
持
、
読
下
等
を
す
る
な
ら
ば
、
解
脱
の
境
地
に
達
す
る

こ
と
間
違
い
な
し
、
と
説
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
あ
く
ま
で
も
、

将
来
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
。
予
言
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
本
文
中
の
こ
の
発
言
を
評
語
で
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
言

は
予
言
で
終
わ
ら
ず
、
実
体
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
巧
妙
な
意
匠
替
え
だ
。

 
予
言
に
実
体
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
と
う
ぜ
ん
、
七
1
を
史
的
展
開
の
ひ
と

こ
ま
と
し
て
定
位
さ
せ
よ
う
と
す
る
標
題
の
趣
旨
を
生
か
す
こ
と
を
意
味
す

る
。 

要
す
る
に
、
評
語
も
ま
た
、
標
題
で
示
さ
れ
た
集
合
の
論
理
に
、
し
っ
か
り

と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

5

 
評
語
と
本
文
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
正
人
皇
の
論
が

あ
る
。

 
「
説
話
と
評
語
の
不
整
合
」
（
国
語
と
国
文
学
、
7
6
・
1
1
）
、
「
類
聚
と
表
現

の
相
剋
」
（
国
語
と
国
文
学
、
7
7
・
1
1
。
い
ず
れ
も
、
標
題
の
一
部
を
変
更
し

て
『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』
に
収
録
）
な
ど
、
評
語
に
視
点
を
す
え
た
一
連
の
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論
文
に
お
い
て
森
正
人
氏
は
、
本
文
と
の
整
合
性
を
欠
く
評
語
の
分
析
を
と
お

し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
生
成
の
原
理
を
追
求
し
て
い
る
。

 
森
論
の
新
鮮
さ
は
、
評
語
を
、
本
文
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
て
い

る
点
に
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
評
語
へ
の
考
察
は
、
評
語
を
本

文
か
ら
切
り
離
し
て
、
い
わ
ば
無
機
的
に
、
編
者
の
思
想
を
帰
納
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
正
人
氏
は
こ
う
し
た
方
法
を
批
判
し
、
「
問
う
べ
き
こ

と
は
評
語
の
内
容
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
評
語
が
語
ら
れ
て
い
る
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。

 
こ
れ
は
当
を
え
た
主
張
で
あ
っ
た
。
評
語
に
編
者
の
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
と
う
ぜ
ん
本
文
の
束
縛
を
受
け
る
。
本
文
の
栓
桔
か
ら

解
放
さ
れ
た
、
自
由
で
独
立
し
た
評
語
な
ど
あ
り
え
な
い
。

 
た
だ
し
、
森
論
に
は
残
念
な
が
ら
、
標
題
へ
の
配
慮
が
欠
落
し
て
い
る
。

 
評
語
と
本
文
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
文
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
だ
。
す

べ
て
は
、
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

 
本
文
の
読
み
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
論
者
の
感
性
や
美
意
識
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
読
み
の
基
点
は
、
あ
く
ま
で
も
編
者
の
そ
れ
に
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
評
語
は
ほ
か
で
も
な
く
、
編
者
が
自
ら
の
読
み
に
対
し
て
付
し

た
も
の
だ
か
ら
だ
。

 
編
者
の
読
み
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

標
題
を
と
お
し
て
読
む
こ
と
が
、
評
語
へ
の
考
察
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
の
だ
。

 
標
題
に
示
さ
れ
た
編
者
の
読
み
が
、
つ
ね
に
適
正
だ
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち

ろ
ん
な
い
。
な
か
に
は
、
あ
き
ら
か
に
妥
当
性
を
欠
く
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
も
の
で
さ
え
、
ま
ず
は
編
者
の
目
の
位
置
か
ら
眺
め

る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。

 
さ
て
、
標
題
を
と
お
し
て
読
む
と
き
、
、
本
文
と
の
整
合
性
を
欠
く
評
語
は
、

き
わ
め
て
限
ら
れ
て
く
る
。
大
部
分
の
評
語
は
整
合
性
を
欠
く
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
標
題
に
示
さ
れ
た
集
合
の
論
理
に
、
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
森
正
人
氏
が
不
整
合
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
評
語
の
う
ち

か
ら
、
震
旦
部
の
九
1
7
・
1
8
の
両
話
に
つ
い
て
、
以
下
、
具
体
的
に
み
て
い
こ

う
。 

両
話
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
標
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

 
 
九
1
7
 
震
旦
階
代
人
、
得
母
成
馬
泣
露
語

 
 
九
1
8
 
震
旦
章
慶
植
、
殺
女
子
成
羊
泣
悲
語

 
標
題
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
両
話
の
主
人
公
は
〈
階
代
人
〉
で
あ
り
、

入
卑
慶
植
〉
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
解
釈
の
入
る
余
地
は
な
い
。

 
つ
ま
り
編
者
は
、
彼
ら
が
馬
、
あ
る
い
は
羊
に
転
生
し
た
肉
親
に
呵
責
を
加

え
、
後
で
事
情
を
知
っ
て
泣
き
悲
し
む
は
な
し
だ
と
両
話
を
読
み
、
読
者
に
も

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
と
き
、
両
話
は
内

容
上
一
類
を
な
す
と
の
判
断
が
あ
り
、
そ
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
、
標
題
の
形

式
も
意
識
的
に
あ
わ
せ
整
え
た
に
違
い
な
い
。
編
者
の
意
思
が
、
こ
の
あ
た
り

に
は
濃
厚
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 
九
1
8
の
類
話
で
あ
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
六
七
話
も
、
「
あ
る
唐
人
、
女

の
羊
に
生
だ
る
知
ら
ず
し
て
殺
す
事
」
と
、
父
親
の
側
か
ら
と
ら
え
た
標
題
を

付
し
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
型
の
解
釈
に
は
、
一
定
の
広
が
り
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
み
ら
れ
る
こ
の
解
釈
は
、
じ
つ
は
、
本
来
の
も
の
で
は
な
い
。
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〆

 
両
話
は
元
来
、
畜
生
に
転
生
し
た
母
、
あ
る
い
は
娘
を
主
人
公
と
す
る
話
で

あ
っ
た
。

 
両
話
の
源
流
で
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
直
接
依
拠
し
て
い
る
『
冥
附
記
』

に
は
標
題
が
付
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
善
悪
を
あ
き
ら
か
に
し
て
将
来
を

戒
め
る
た
め
に
報
を
説
こ
う
と
し
た
と
い
う
『
冥
単
記
』
の
編
纂
目
的
に
照
ら

し
て
み
る
と
き
、
彼
女
ら
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。

 
彼
女
ら
に
は
、
報
を
受
け
る
因
が
あ
っ
た
。
九
1
7
の
母
は
、
子
の
米
を
盗
用

し
た
。
九
1
8
の
娘
は
、
親
の
財
を
盗
用
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
女
ら
は
畜
生
に

転
生
し
た
の
で
あ
り
、
加
え
て
、
盗
ん
だ
相
手
で
あ
る
子
、
あ
る
い
は
父
か
ら

呵
責
を
受
け
る
と
い
う
、
二
重
の
苦
し
み
を
負
わ
さ
れ
た
の
だ
。

，
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
母
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
る
馬
を
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に

打
ち
す
え
た
子
に
も
、
娘
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
る
羊
を
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に

殺
し
て
客
を
も
て
な
そ
う
と
し
た
父
に
も
、
責
め
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

直
接
の
因
は
な
い
。
彼
女
ら
は
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
無
過
失
の
肉
親

に
対
し
て
さ
え
も
、
苦
し
み
を
あ
た
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

 
報
の
き
び
し
さ
を
説
こ
う
と
す
る
『
冥
層
層
』
の
目
的
は
、
そ
れ
の
期
待
す

る
と
お
り
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
は
、
彼
女
ら
を
主
人
公

と
す
る
と
の
解
釈
が
、
時
間
と
空
間
を
越
え
た
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

 
九
1
7
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
年
報
記
』
を
引
用
し
た
『
法
苑
珠
林
』
に
は
標

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

題
は
付
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
類
話
の
収
め
ら
れ
て
い
る
個
所
が
「
債
負

篇
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
法
苑
珠
林
』
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

る
か
は
あ
き
ら
か
だ
。
こ
の
は
な
し
に
、
〈
債
〉
を
〈
負
〉
う
べ
き
人
物
は
、

母
の
ほ
か
に
は
登
場
し
な
い
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
七
第
一
話
の
錯
誤
か
ら
 
一
標
題
・
本
文
．
・
評
語
1

 
こ
の
ほ
か
、
標
題
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
母

を
主
役
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。

 
 
階
朝
王
氏
女
下
生
事
（
三
国
伝
記
）

 
 
騙
馬
称
亡
母
早
事
（
金
言
類
聚
抄
）

 
 
大
業
申
一
母
（
善
悪
現
尊
報
応
篇
）

 
九
1
8
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
。
『
法
苑
珠
江
』
で
は
、
「
十
悪
篇
・

楡
盗
部
」
に
世
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
し
、
『
太
平
広
記
』
で
も
「
宿
業
畜
生
」

の
項
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
善
悪
現
験
報
応
篇
』
は
「
区
報
悪
報
・

楡
盗
」
の
項
に
収
め
た
ヶ
え
で
、
「
津
軽
植
女
」
と
の
標
題
を
付
し
て
い
る
。

や
は
り
、
類
話
を
収
め
て
い
る
文
献
は
、
い
ず
れ
も
章
慶
植
で
は
な
く
、
彼
の

娘
が
主
役
だ
と
の
立
場
に
た
っ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
が
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
、
か
つ
正
当
な
解
釈
と

一
線
を
画
し
、
主
人
公
を
変
更
す
る
と
い
う
方
法
で
、
主
題
を
読
み
か
え
て
い

る
の
だ
。

 
た
と
え
ば
九
1
8
に
お
い
て
、
主
人
公
を
章
早
撃
の
娘
か
ら
章
慶
植
本
人
に
変

更
し
た
と
き
、
主
題
で
あ
る
答
の
内
容
は
、
当
然
〈
盗
み
〉
か
ら
く
調
理
を
急

が
せ
た
こ
と
〉
に
移
行
す
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
読
み
か
え
た
の
は
、
九
1
7
・
1
8
だ

け
で
は
な
い
。
評
語
と
本
文
と
の
不
整
合
の
例
と
し
て
森
正
人
心
が
あ
げ
て
い

る
も
の
の
な
か
に
も
、
ほ
か
に
た
と
え
ば
、
十
二
2
5
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
人

公
が
、
息
子
か
ら
母
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
読
み
か
え
は
、
い
ず
れ
も
、
編
成
上
の
要
請
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ

の
、
す
ぐ
れ
て
意
図
的
な
営
為
で
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
理
解
の
根
幹
に
か

か
わ
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
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行
さ
せ
た
と
き
、

 
・
此
レ
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
人
ノ
許
二
有
ラ
ム
牛
・
馬
・
犬
・
鶏
等
、
皆
、
前

 
 
世
ノ
償
フ
所
有
テ
来
レ
ル
也
ト
疑
テ
、
強
二
呵
噴
ヲ
不
可
加
ザ
ル
也
ト
ナ

 
 
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
（
九
1
7
）
。

 
・
此
レ
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
飲
食
二
依
テ
ノ
答
也
。
然
レ
バ
、
飲
食
ハ
、
少
シ

 
 
持
隠
シ
テ
調
へ
可
備
キ
也
、
心
二
任
セ
テ
、
迷
ヒ
調
へ
不
可
備
ズ
ト
ナ
ム

 
 
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
〈
九
1
8
＞
。

の
ご
と
き
評
語
は
、
本
文
と
の
整
合
性
を
欠
く
ど
こ
ろ
か
、
標
題
で
示
さ
れ
た

本
文
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
あ
ら
た
に
付
与
し
た
意
味
づ
け
を
補
強
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
他
の
例
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
大
同
小
異
だ
。
標
題
は
集
合
の
論
理
を
優
先

 
 
 
 

す
る
の
に
対
し
て
、
評
語
は
標
題
に
対
し
て
よ
り
も
、
や
や
本
文
に
重
き
を
お

く
と
い
う
ふ
う
に
、
両
者
に
は
性
格
の
違
い
が
あ
り
、
常
に
首
尾
一
貫
す
る
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
評
語
は
お
お
む
ね
、
標
題
の
志
向
す
る

と
こ
ろ
に
添
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
＊

 
七
1
に
み
と
め
ら
れ
る
錯
誤
に
は
、
背
伸
び
し
た
・
『
今
昔
物
語
集
』
の
、
願

望
と
限
界
と
の
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
実
態
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
露
呈
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
、
望
ま
し
い
現

実
で
は
な
い
け
れ
ど
、
け
っ
し
て
特
殊
で
は
な
か
っ
た
。

（72）


