
八
条
院
高
倉
の
出
生
と
出
家

1
来
迎
寺
文
書
の
資
料
な
ど
　
ー

は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
の
女
流
歌
人
、
八
粂
院
高
倉
は
、
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
十
三
首

も
の
入
集
を
み
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
人
と
し
て
は
さ
ほ
ど
注
目
を
集
め
る

こ
と
の
な
い
人
物
で
あ
る
。
作
歌
数
が
多
く
な
く
私
家
集
も
残
し
て
い
な
い
こ

と
、
勅
撰
集
入
渠
数
が
歌
集
に
よ
り
か
な
り
の
片
寄
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
、
彼
女
の
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
高
倉
の
場
合
は
、
生
没
年
次
は
お
ろ
か
、
父
親
が
説
経
の
名
手
、
安
居
院

澄
意
で
あ
る
こ
と
す
ら
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

（
1
）
　
　
　
（
2
）

高
倉
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
既
に
安
藤
録
氏
、
佐
藤
美
知
子
氏
ら
の
詳
細
な

御
研
究
が
あ
り
、
高
倉
の
生
涯
の
大
概
を
把
担
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
両
氏
の
御
論
に
よ
っ
て
し
て
も
未
解
決
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
高

倉
の
出
生
の
事
情
、
特
に
そ
の
母
親
の
素
姓
に
つ
い
て
、
ま
た
、
出
家
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
高
倉
の
晩
年
の
生
活
の
様
子
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。

出
生
に
つ
い
て
は
、
大
体
の
年
次
が
推
測
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
澄
窯
を

父
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
し
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
八
条
院
出
仕
ま
で

の
年
月
、
彼
女
が
育
っ
た
環
境
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
、
彼
女
は
若
年

か
ら
抱
き
続
け
た
出
家
の
志
を
遂
げ
て
法
の
道
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

田
　
　
中
　
　
貴
　
　
子

が
、
出
家
前
後
の
様
相
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
生
と
死
と
い
う
、

人
生
の
も
っ
と
も
重
要
な
階
梯
が
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
二
点
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
る
記
事
を
含
む
資
料
を
紹
介

し
な
が
ら
、
八
粂
院
高
倉
の
伝
記
の
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
照
明
を
当

て
て
み
た
い
。

H
　
高
倉
の
出
生

は
じ
め
に
、
先
学
の
御
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
高
倉
の
出
生
の
問
題
を
論
じ

る
。
高
倉
の
出
生
は
、
八
粂
院
へ
の
出
仕
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

八
条
院
高
倉
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
鳥
羽
天
皇
の
姫
官
、
八
粂
院
時
子

の
も
と
に
仕
え
た
女
房
で
あ
る
。
父
は
当
代
随
一
の
能
説
家
、
澄
意
で
あ
り
、

母
親
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
（
遍
卑
分
脈
j
に
上
る
）
。
安
居
院
家
は
澄
憲
の
父
、
信

西
入
道
（
藤
原
通
憲
）
を
は
じ
め
と
し
て
才
能
豊
か
な
家
系
で
あ
っ
た
が
、
平

治
の
乱
に
ょ
る
失
脚
の
後
、
再
び
高
位
に
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
尊
卑
分

脈
』
に
よ
れ
ば
、
澄
窯
の
九
人
の
子
息
全
只
か
出
家
し
て
お
り
、
政
界
に
権
勢

の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
ら
し
い
。
女
子
の
存
在
は
、
八
桑
院

高
倉
一
人
し
か
確
認
出
来
な
い
。
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高
倉
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
失
脚
し
た
中
流
貴
族
の
出
身
で
あ
る
の
で
、
宮

（3）

中
で
は
中
茄
程
度
の
処
遇
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
中
筋
で

あ
っ
て
も
、
当
時
並
々
な
ら
ぬ
権
勢
を
誇
る
女
院
の
も
と
に
出
仕
が
叶
っ
た
こ

と
は
、
高
倉
の
家
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
運
の
良
い
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。

特
に
八
粂
女
院
の
場
合
、
父
の
鳥
羽
院
か
ら
伝
領
し
た
膨
大
な
荘
園
を
有
し
、

豊
か
な
経
済
力
と
、
そ
の
経
済
力
が
生
み
出
す
大
き
な
政
治
的
発
言
力
を
持
っ

て
い
た
。
従
っ
て
、
八
条
院
の
女
房
と
い
う
身
分
は
、
安
定
性
に
富
む
魅
力
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
高
倉
の
出
仕
に
つ
い
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
さ
ほ
ど
高
位
で
も
な
い
僧
の
家
の
娘
が
、
ど
の
よ
う
な
経
給
で
八
粂
院

の
女
房
と
な
る
を
待
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
高
倉
の
祖
父
に
当
た
る
信
西

が
鳥
羽
帝
に
重
用
さ
れ
た
事
実
は
あ
る
が
、
こ
の
線
の
み
に
よ
っ
て
出
仕
の
背

景
を
説
明
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
の
出
仕
が
他
な
ら
ぬ
高
倉
の

母
親
の
線
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た

ヽ

　

°

1
．
レ

『
建
寿
御
前
日
記
』
に
は
、
建
春
門
院
崩
御
後
、
作
者
が
仕
え
た
八
条
院
内

の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
八
粂
院
の
女
房
は
み
な
裕
福
に
幕
ら
し
、
人
数
も

多
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
女
房
に
つ
い
て
、
「
昔
は
し
ら
ず
、
見
し
世
と
な
り
て

は
、
う
と
き
女
房
な
ど
の
さ
ぷ
ら
ふ
も
な
か
り
き
。
た
だ
昔
の
御
ゆ
か
り
、
我

が
御
乳
の
人
の
す
ゑ
ず
ゑ
な
ど
ば
か
り
さ
ぷ
ら
ひ
し
か
ば
、
（
古
典
全
苦
」
と
記

さ
れ
る
の
で
、
女
院
の
縁
故
採
用
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
本
書

の
記
述
か
ら
判
断
す
る
に
、
八
粂
院
女
房
に
は
定
員
と
い
う
も
の
が
な
く
、
女

院
に
関
係
を
持
つ
女
房
た
ち
が
続
々
と
詰
め
か
け
、
女
院
の
方
で
も
そ
れ
を
無

制
限
に
受
け
入
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
条
院
高
倉
の
場
合
も
ま
た
、
八
条
院
と
の
縁
故
に
よ
っ
て
出
仕
が
決
ま
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
安
居
院
家
と
八
粂
院
と
の
問
に
濃
い
つ
な
が
り
は

見
出
せ
な
い
の
で
、
別
の
強
力
な
級
故
に
ょ
っ
て
出
仕
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
八
粂
院
に
仕
え
る
（
又
は
仕
え
て
い
た
）
女
房
か
、
或

は
八
条
院
に
親
し
く
出
入
り
す
る
近
臣
の
つ
て
で
あ
ら
う
。
『
建
寿
御
前
日
記
』

に
、
「
刀
自
、
女
官
な
ど
い
ふ
も
の
だ
に
、
か
ず
も
定
ま
ら
ず
、
も
と
の
か
か

は
り
、
な
か
ら
ん
あ
と
、
な
ど
申
し
て
参
ら
す
れ
ば
、
母
か
乳
母
が
名
に
て
、

い
く
た
り
と
い
ふ
事
も
な
く
て
肢
ひ
て
、
」
と
あ
り
、
八
条
院
に
出
仕
し
て
い

た
女
房
の
係
累
が
、
母
や
乳
母
の
出
仕
名
を
継
い
で
仕
え
た
こ
と
が
判
る
。
従

っ
て
、
高
倉
ほ
八
条
院
女
房
の
誰
か
の
猶
子
と
な
る
か
、
或
は
姉
妹
格
と
な
っ

て
参
院
し
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
高
倉
の
仮
親
に
つ
い
て
、
佐
藤
氏
は
一
つ
の
回
答
を
彗
示
さ
れ
て
い

る
。
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
御
子
左
家
の
俊
成
、
定
家
の
存
在
で
あ
る
。

俊
成
は
要
子
の
多
く
を
八
森
院
に
出
仕
さ
せ
て
い
る
の
で
、
高
倉
を
猶
子
と
す

る
か
、
彼
女
の
後
見
人
と
な
る
か
し
た
上
で
、
娘
の
誰
か
に
伴
わ
せ
て
宮
仕
え

に
出
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
氏
は
高
倉
と
定
家
が
歌
合
で

た
び
た
び
番
を
組
む
こ
と
に
着
目
し
、
安
居
院
家
と
御
子
左
家
が
主
に
出
家
老

の
師
資
の
線
で
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
氏

の
御
論
に
誘
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
両
家
の
つ
な
が
り
を
頼
っ
て
、
深
窓

が
娘
の
身
柄
を
俊
成
に
預
け
、
出
仕
の
画
策
を
依
板
し
た
と
い
う
の
が
佐
藤
氏

の
結
論
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
高
倉
」
と
い
う
彼
女
の
出
仕
名
か
ら
も
伺
え
る
と
い
う
。

通
常
、
出
仕
名
は
父
兄
の
役
職
身
分
や
邸
宅
の
あ
る
地
名
を
以
て
名
付
け
る
も

の
で
あ
る
。
「
高
倉
」
は
、
高
倉
小
路
の
名
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
女

の
周
辺
に
高
倉
小
路
に
邸
宅
を
構
え
る
者
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
時

定
家
が
高
倉
小
路
に
別
宅
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
「
高
倉
」
の
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名
は
そ
れ
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
佐
藤
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
出
仕
名
の
問
題
も
含
め
て
、
高
倉
出
仕
に
俊
成
親
子
が
関
与
し
た

と
い
う
説
は
説
得
力
に
富
む
と
い
え
よ
う
。
俊
成
の
縁
故
な
ら
ば
、
高
倉
の
八

条
院
出
仕
は
容
易
に
実
現
出
来
る
。
し
か
し
、
佐
藤
氏
の
指
摘
さ
れ
た
安
居
院

家
と
御
子
左
家
の
関
係
は
、
天
台
座
主
に
な
っ
た
俊
成
の
兄
、
快
修
と
澄
憲
子

息
と
の
叡
山
に
於
る
接
触
と
い
う
迂
遠
な
関
係
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
を
以

て
高
倉
出
仕
を
依
鯨
す
る
ほ
ど
の
両
家
の
親
密
さ
を
説
明
し
尽
す
の
は
難
し
く

思
わ
れ
る
。
御
子
左
家
が
高
倉
を
引
き
受
け
た
背
景
に
は
、
両
家
の
関
係
よ
り

更
に
大
き
な
要
素
が
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
私
は
、
俊
成
に
高
倉
出
仕
を
依
煩
し
た
人
物
と
し
て
、
澄
窯
以
外
の

人
間
を
考
え
る
。
そ
れ
も
、
お
そ
ら
く
は
俊
成
が
簡
単
に
は
蚊
拒
出
来
な
い
ほ

ど
の
権
力
を
持
つ
人
物
だ
っ
た
と
想
像
す
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
そ

の
依
頼
者
は
出
仕
先
の
八
粂
院
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
高
倉
出

仕
に
は
そ
の
母
方
の
人
物
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
推
測
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
が
、
八
条
院
こ
そ
が
高
倉
の
母
と
濃
い
血
縁
で
結
ば
れ
た
女
性
で
あ
っ

た
。
高
倉
と
八
条
院
と
の
具
体
的
な
関
係
を
示
す
資
料
は
次
節
で
述
べ
る
が
、

女
院
の
血
を
引
く
高
倉
を
猶
子
に
迎
え
る
こ
と
は
、
御
子
左
家
に
そ
れ
を
拒
否

す
る
術
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
猶
予
縁
組

は
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
高

倉
が
澄
憲
の
娘
で
は
な
く
、
女
院
の
血
縁
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
猶
子
関
係

に
よ
っ
て
御
子
左
家
は
八
粂
院
と
更
に
強
力
な
紐
帯
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な

る
。
八
条
院
の
側
で
は
、
血
縁
者
で
あ
る
女
性
を
自
ら
の
元
へ
出
仕
さ
せ
る
ま

で
信
頼
出
来
る
臣
下
に
預
け
る
こ
と
、
御
子
左
家
の
側
で
は
、
高
倉
を
通
じ
て

女
院
と
の
間
に
信
板
の
連
繋
を
強
化
す
る
こ
と
が
各
々
可
能
と
な
り
、
相
互
の

利
害
が
一
致
を
み
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
倉
出
仕
の
賽
に
は
、
八
条
院
と
御
子
左
家
の
思
惑
が
絡
み

合
っ
て
い
る
様
相
が
伺
え
る
。
そ
も
そ
も
、
八
粂
院
の
関
与
は
高
倉
の
出
生
の

秘
密
と
不
可
分
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
八
条
院
と
血
を
分
け
た
女
性

と
推
測
さ
れ
る
高
倉
の
母
の
存
在
が
、
高
倉
の
人
生
に
影
を
投
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
節
で
は
、
新
出
の
資
料
を
中
心
に
、
高
倉
の
母
に
つ
い
て
述
べ
よ

え
ノ
。

⇔
　
「
牙
舎
利
分
布
八
空
に
つ
い
て

高
倉
の
母
の
資
料
と
し
て
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
滋
賀
県
大
洋
市
に
あ
る

聖
衆
来
迎
寺
の
文
書
に
含
ま
れ
る
「
牙
舎
利
分
布
八
位
」
　
（
東
大
史
料
鰐
詰
所
の
影

写
本
に
ょ
る
）
　
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
宝
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
釈
尊
の
牙

舎
利
（
歯
）
の
伝
来
を
系
譜
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
分
は
、
布

引
滝
底
の
竜
宮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
舎
利
が
、
平
清
盛
、
観
音
房
へ
と
伝
え
ら

れ
た
続
き
に
当
た
る
。

1

・

（

略

）
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高
倉
局

高
倉

澄
兼
法局

高
松
女

高
松
女

鳥
羽
院
官院院印老
也老也母親

儀父

（略）

こ
の
「
高
倉
局
」
は
、
一
見
し
て
八
粂
院
高
倉
を
憩
起
さ
せ
る
名
前
で
あ

り
、
父
が
澄
憲
と
い
う
点
も
一
致
す
る
。
澄
憲
の
娘
は
高
倉
一
人
し
か
確
認
し

得
な
い
が
、
も
し
他
に
娘
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
高
倉
」
と
呼
ば
れ
る
娘
が

複
数
存
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
、
こ
の
「
高
倉
局
」
と
高
倉
は
同
一
人
物
と

み
て
よ
い
と
思
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
高
倉
の
母
を
高
松
院
と
す
る
点
で
あ
る
。
高
松
院



妹
子
は
鳥
羽
院
の
姫
宮
で
あ
り
、
八
粂
院
と
は
美
福
門
院
を
母
と
す
る
同
腹
の

姉
妹
で
あ
る
。
（
r
本
朝
皇
胤
紹
運
ね
こ
）
。
高
松
院
は
、
姉
の
八
条
院
に
比
べ
る
と
女

院
中
で
も
影
の
薄
い
存
在
だ
っ
た
。
二
条
天
皇
の
后
と
な
る
も
、
安
元
二
年
、

＜
二
七
六
＞
三
十
六
歳
で
崩
じ
て
い
る
（
r
女
院
小
伝
し
）
。
高
松
院
が
も
し
本
当
に

高
倉
の
母
親
な
ら
ば
、
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
な
八
条
院
と
御
子
左
家
の
連
繋

に
よ
る
高
倉
出
仕
の
背
景
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（4）

「
牙
舎
利
分
布
八
壮
」
の
成
立
は
十
四
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の

記
事
が
後
代
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
高
松
院
と
澄
憲
と
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
伝
え
る
別
の
資
料
が
、
角
田
文
街

氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
〓
尚
松
女
院
」
、
「
王
朝
の
明
暗
」
所
収
。
昭
和
五
十
二
年

東
京
堂
刊
）
。

角
田
氏
は
、
高
松
院
の
詳
細
な
伝
記
考
証
を
行
わ
れ
た
中
に
於
て
、
仁
和
寺

の
海
恵
僧
都
が
女
院
と
澄
憲
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
だ
と
注
す
る
『
玉
葉
』
の

記
事
を
あ
げ
て
い
る
。

今
且
、
澄
窟
其
弟
子
、
鯛
瑞
撃
監
痢
琵
鍋
が
堵
令
レ
於
二
仁
和
専
一
受
戒
濯

頂
。
依
レ
訪
二
其
事
－
行
向
。
　
　
　
　
　
　
　
（
建
久
二
年
四
月
二
十
四
日
条
）

兼
巽
の
他
に
は
誰
も
こ
の
秘
密
を
書
き
留
め
た
著
は
い
な
い
が
、
兼
実
の
妻

・
兼
子
の
母
が
高
松
院
の
乳
母
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
情
報
の
信
憑
性
は
高
い

と
角
田
氏
は
述
べ
ら
れ
る
。
『
玉
井
』
の
記
述
で
は
半
は
公
然
の
秘
密
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
む
し
ろ
何
も
容
き
残
さ
な
い
方
が
自
然
で
あ
っ
た
と
も
い
え

る
。角

田
氏
の
調
査
に
ょ
る
と
、
海
恵
は
さ
ほ
ど
見
る
べ
き
菜
窮
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
二
十
歳
以
前
に
権
律
師
に
任
じ
ら
れ
、
三
十
六
歳
で
入
城
す
る
ま
で

に
桔
少
僧
都
の
位
に
ま
で
昇
っ
た
。
こ
れ
は
、
澄
憲
の
九
人
の
男
子
．
の
う
ち
、

唱
導
名
人
の
名
を
継
い
だ
聖
覚
に
次
ぐ
出
世
と
い
え
る
。
海
恵
は
、
た
び
た
び

八
条
院
の
仏
事
に
動
任
し
、
俊
成
や
定
家
ら
と
も
親
し
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の

ス
ム
ー
ス
な
昇
進
と
、
そ
し
て
八
桑
院
の
愛
顧
は
、
海
恵
が
高
松
院
の
腹
に
生

ま
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
『
牙
舎
利
分
布
八
藍
と
『
玉
葉
』
当
該
記
事
の
資
料
的
価
値

に
対
す
る
審
議
は
ひ
と
ま
ず
保
留
と
し
た
上
で
、
角
田
氏
の
御
説
を
肯
定
す
る

立
場
を
と
り
た
い
。
そ
し
て
、
海
恵
だ
け
で
な
く
高
倉
も
や
は
り
高
松
院
の
娘

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
諸
先
学
が
推
定
さ
れ
て
い
る
高

倉
の
誕
生
年
次
が
、
海
恵
の
そ
れ
と
非
常
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高

倉
が
生
ま
れ
た
の
は
、
澄
憲
と
高
松
院
と
の
交
際
が
深
ま
っ
て
い
た
と
想
像
さ

れ
る
期
間
内
な
の
で
あ
る
。

海
恵
は
、
入
滅
時
か
ら
逆
算
す
れ
ば
承
安
二
年
＜
二
七
二
＞
の
誕
生
と
な
る
。

従
っ
て
、
角
田
氏
は
承
安
元
年
頃
か
ら
高
松
院
と
澄
憲
の
接
近
が
始
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
接
触
の
契
機
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
、
澄
憲

は
白
河
押
小
路
殿
に
居
住
す
る
女
院
の
も
と
へ
海
意
誕
生
後
も
出
入
り
し
、
二

人
の
関
係
は
女
院
が
病
で
崩
じ
た
安
元
二
年
＜
二
七
六
＞
ま
で
浣
い
た
と
み
ら

れ
る
。
因
み
に
、
角
田
氏
は
こ
の
病
気
を
妊
娠
に
伴
う
疾
患
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
高
倉
の
出
生
年
次
に
つ
い
て
見
て
み
ょ
う
。
高
倉
の
出
生
年
次
は
既

述
の
よ
う
に
不
明
で
あ
る
が
、
佐
藤
氏
は
和
歌
の
詞
宙
か
ら
、
一
応
生
年
を
承

（5）

安
三
年
＜
二
七
三
＞
か
ら
治
承
二
年
＜
二
七
八
＞
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
説
は
、
高
倉
と
と
も
に
歌
合
に
出
席
し
た
他
の
歌
人
た
ち
と
の
年
齢
的
な
つ

り
あ
い
か
ら
考
え
て
も
妥
当
な
線
と
思
わ
れ
る
。
も
し
佐
藤
氏
の
推
定
を
信
ず

れ
ば
、
高
倉
は
ま
さ
に
、
澄
意
と
高
松
院
と
の
交
際
期
間
に
誕
生
し
た
こ
と
に

な
り
、
彼
女
が
二
人
の
間
に
出
来
た
娘
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
更
に
想
像
を

達
し
く
す
る
な
ら
ば
、
高
松
院
崩
御
の
原
因
は
、
高
倉
を
由
産
し
た
後
の
産
裾
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で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
高
倉
が
高
松
院
の
所
生
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
御
子
左
家
の
猶

子
と
な
っ
て
出
仕
し
た
と
い
う
経
緯
の
説
明
は
た
や
す
い
。
第
一
節
で
述
べ

た
、
高
倉
出
仕
の
背
景
に
関
す
る
仮
説
1
人
粂
院
の
意
志
に
よ
り
御
子
左
家

が
高
倉
の
身
柄
を
引
き
受
け
た
こ
と
1
ほ
、
高
倉
が
高
松
院
の
実
娘
で
あ

り
、
八
粂
院
と
は
伯
母
と
姪
の
関
係
に
当
た
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
よ
り
明

確
に
な
ろ
う
。

高
松
院
が
実
母
で
あ
っ
て
も
、
高
倉
は
海
恵
と
同
様
に
密
通
の
子
で
あ
り
、

所
詮
世
間
に
は
秘
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
性
的
乱
脈
に
不
感
性
と
な
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
院
政
期
に
あ
っ
て
も
、
一
旦
は
后
妃
に
上
り
女
院
の
号
を
賜
っ
た
女

性
の
密
通
は
ス
キ
ャ
ソ
ダ
ル
で
あ
り
、
た
て
ま
え
だ
け
で
も
閻
赦
す
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
高
松
院
の
異
腹
兄
の
後
白
河
院
で
さ
え
、
高
倉
の
存
在
を

感
知
し
て
い
た
形
跡
は
な
い
。

高
松
院
は
、
し
か
も
若
く
し
て
崩
御
し
て
い
る
の
で
、
高
倉
は
事
実
上
有
力

な
後
ろ
盾
の
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
女
は
、
お
そ
ら
く
一
旦

は
澄
意
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
高
松
院
の
血
を
分
け
た

女
性
を
放
置
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
高
倉
の

将
来
を
慮
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
主
謀
者
は
、
彼
女
の
伯
母
で
あ
る
八
粂
院
で

は
な
か
っ
た
か
。

（6）

八
条
院
は
高
松
院
の
同
腹
の
姉
で
あ
り
、
日
頃
親
し
く
往
還
し
て
い
た
。
従

っ
て
、
妹
の
密
事
の
期
末
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
八
粂
院

は
、
妹
の
遺
児
で
あ
る
高
倉
を
俊
成
に
預
け
て
養
育
さ
せ
、
長
成
す
る
に
及
ん

で
今
度
は
自
ら
の
も
と
に
出
仕
さ
せ
た
、
と
想
像
さ
れ
る
。
高
倉
に
対
す
る
こ

の
処
遇
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
海
恵
を
も
擾
過
し
、
し
ば
し
ば
八
粂
院
の
仏
事

に
請
じ
て
い
る
事
実
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
八
条
院
は
、
妹
の
退
児
た
ち

へ
の
責
任
と
愛
惜
、
そ
し
て
そ
れ
を
上
回
る
ス
キ
ャ
ソ
ダ
ル
隠
紋
へ
の
意
志
に

基
づ
い
て
行
動
し
た
と
思
わ
れ
る
。
男
子
な
ら
ば
出
家
を
さ
せ
、
女
子
な
ら
ば

自
ら
の
目
が
届
く
八
条
院
女
房
と
す
る
、
と
い
う
処
置
で
あ
る
。

以
上
の
論
述
は
、
推
測
の
多
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
う
解
す
れ
ば
高
倉
の

出
生
か
ら
出
仕
ま
で
の
状
況
が
筋
道
立
っ
て
見
え
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

高
倉
が
八
粂
院
と
い
う
恵
ま
れ
た
主
人
を
得
た
こ
と
は
、
彼
女
の
出
生
の
秘
密

を
以
て
し
て
納
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

⇔
　
高
倉
の
田
家
生
活
と
法
華
寺

前
節
ま
で
で
、
ひ
と
ま
ず
高
倉
の
前
半
生
に
関
す
る
論
述
を
終
え
た
。
続
い

て
は
そ
の
後
半
生
、
特
に
出
家
後
の
生
活
に
つ
い
て
述
べ
る
。

高
倉
の
生
存
が
確
認
さ
れ
る
最
終
年
次
は
、
寡
禎
三
年
＜
二
三
七
＞
頃
と
言

わ
れ
て
い
る
。
軍
堕
二
年
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
法
印
覚
寛
の
七
十
首
詠
勧

進
に
、
高
倉
の
詠
歌
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
中
で
彼
女
は
「
六
十
の

春
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
六
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
い
う
。
し
か
し
、
生
存
は
判
明
し
て
も
当
時
の
高
倉
の
動
向
ま
で
は
判
ら
な

い
の
で
あ
る
。

高
倉
に
は
若
年
か
ら
出
家
の
志
が
篤
か
っ
た
、
と
い
う
諸
家
の
説
は
あ
る

へ

7

）
が
、
こ
れ
は
彼
女
の
歌
の
詞
容
、
及
び
述
懐
性
の
強
い
歌
の
内
容
か
ら
の
判
断

で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
出
家
の
時
期
や
出
家
後
の
居
住
地
な
ど
は
全
く
不
明
で

あ
る
。佐

藤
氏
は
、
姦
禎
元
年
＜
二
三
五
＞
当
時
、
高
倉
が
出
家
の
身
で
あ
っ
た
ら

し
い
資
料
を
『
明
月
記
』
か
ら
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
明
月
記
』
に
は
「
高

倉
」
と
い
う
名
を
持
つ
人
物
は
男
女
問
わ
ず
極
め
て
多
数
登
場
す
る
。
そ
の
中

で
、
氏
は
定
家
や
堅
覚
と
親
し
く
接
触
し
て
い
る
「
高
倉
殿
」
な
る
人
物
を
高
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倉
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
特
に
茅
禎
元
年
二
月
二
十
一
日
条
に
於
て
、
聖
覚
の

病
気
見
舞
に
訪
れ
、
同
席
し
て
い
た
定
家
と
同
車
し
て
帰
っ
た
「
高
倉
殿
」

は
、
僧
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
自
身
も
出
家
の
身
で
あ
っ
た
ゐ
で
は
な
い

か
、
と
氏
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
綴
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
『
明
月
記
』
中
の
「
高
倉
」
名
を
持
つ

人
物
は
甚
だ
多
い
の
で
、
こ
の
う
ち
の
誰
か
が
高
倉
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
代

り
に
、
誰
も
が
高
倉
で
な
い
可
能
性
も
ま
た
高
い
と
い
え
る
か
特
に
、
某
禎
元

年
二
月
二
十
一
日
条
の
「
高
倉
殿
」
は
、
同
書
嘉
禎
冗
年
十
一
月
十
三
日
条
に

死
没
記
事
が
あ
る
「
資
雅
卿
姪
土
御
門
院
高
倉
殿
」
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
が

知
れ
る
の
で
、
八
粂
院
高
倉
と
は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
る
。
ま
た
、
僧
と
同
行

し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ら
ず
L
も
当
人
が
法
休
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

た
だ
し
か
し
、
高
倉
出
家
の
事
実
は
或
る
程
度
資
料
か
ら
伺
え
る
。
金
沢
文

庫
に
残
る
古
文
容
の
中
の
『
法
花
法
』
（
r
金
沢
文
庫
古
文
密
・
識
語
前
日
」
所
収
、
二
二
八

五
番
）
に
次
の
よ
う
な
識
語
が
見
ら
れ
る
。

写
本
云
輌
詣
云
、

今
次
第
着
故
遍
智
院
僧
正
（
注
・
成
賢
）
御
草
也
、
依
故
高
倉
局
之
命
被
作

此
次
第
也
云
＼
高
倉
殿
老
安
居
院
澄
憲
法
印
息
女
云
＼

こ
れ
は
、
高
倉
が
本
容
を
い
と
こ
に
当
た
る
遍
智
院
成
賢
に
書
か
せ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
成
賢
の
父
、
成
範
は
澄
憲
の
兄
で
あ
り
、
こ
の
醍
醐
に
て
出

家
し
て
い
た
い
と
こ
と
高
倉
が
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
だ

が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
高
倉
が
成
賢
に
聖
教
の
作
成
を
依
焙
出
来
た
の
は
、

彼
女
の
出
家
の
導
師
を
成
賢
が
勤
め
た
縁
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
或
い
は
、
成
賢
の
手
引
き
で
高
倉
は
出
家
後
一
時
的
に
醍
醐
あ
た
り
の
房

に
住
し
た
と
も
想
像
さ
れ
る
（
醍
醐
と
高
倉
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
と

も
か
く
、
こ
の
詰
語
は
高
倉
出
家
を
裏
付
け
る
た
め
の
一
補
助
線
と
な
ろ
う
。

次
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
高
倉
の
晩
年
の
姿
ら
し
き
尼
僧
が
登
場
す
る
『
法

華
寺
舎
利
縁
起
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
都
国
分
尼
寺
で
あ
る
法
華
滅
罪
寺
に
伝

わ
る
舎
利
の
由
来
を
、
西
大
寺
の
叡
尊
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

南
都
法
華
寺
二
在
二
仏
舎
利
】
。
巌
ク
現
ニ
シ
奇
異
ノ
之
神
変
一
ヲ
。
普
ク
催
ニ
ス
通

俗
ノ
之
信
心
－
，
。
尋
ニ
レ
ハ
其
根
源
－
，
。
有
ご
り
一
人
禅
尼
一
。
其
ノ
名
，
日
〓

空
如
】
ト
拇
閣
撃
ケ
天
性
，
於
敏
嬰
こ
。
自
二
少
年
】
入
二
仏
道
一
。
。
顕
密
ノ

之
学
。
和
漢
ノ
之
才
。
世
之
所
㌔
知
。
人
ノ
之
所
㌧
。
嘆
也
。
老
年
ノ
之
後

翠
】
ヒ
本
願
ノ
之
昔
ノ
腱
一
，
。
隠
二
居
ス
法
華
寺
安
居
房
】
こ
。
偏
積
ニ
ム
事
理
ノ

之
行
英
一
，
。

（
r
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
L
所
収
）

法
華
寺
の
宝
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
舎
利
の
本
源
は
、
空
如
な
る
尼
の
所
持
す

る
東
寺
伝
来
の
舎
利
に
滑
る
。
彼
女
は
、
釈
念
、
法
華
寺
長
老
慈
善
と
と
も
に

唐
招
堤
寺
へ
宿
し
た
折
、
自
ら
感
得
し
た
東
寺
舎
利
の
真
偽
を
確
か
め
よ
う

と
鉄
鎚
で
そ
れ
を
打
つ
。
其
の
舎
利
な
ら
ば
金
剛
石
よ
り
も
堅
固
な
筈
だ
か
ら

で
あ
る
。
果
た
し
て
舎
利
は
貴
い
光
明
を
放
っ
て
砕
け
る
が
、
そ
の
後
破
片
は

各
々
が
新
た
な
舎
利
と
な
り
分
布
し
た
と
い
う
。
以
上
が
当
縁
起
の
粗
筋
で
あ

る
。こ

の
舎
利
は
重
要
な
問
題
を
含
む
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て

お
こ
う
。
引
用
文
中
の
空
加
の
割
注
に
注
目
す
る
と
、
「
本
号
高
倉
局
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
も
と
高
倉
局
と
呼
ば
れ
た
宮
廷
女
房
で
あ
っ
た
と
察
せ

ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
空
加
が
高
倉
の
法
名
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

空
如
ら
し
い
尼
の
消
息
は
ま
た
、
叡
尊
の
『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』

中
巻
、
建
長
三
年
∧
二
五
一
＞
条
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

又
一
人
禅
尼
塁
敗
鵬
脚
㌣
㌫
顎
詰
‥
関
目
後
。
夢
中
告
法
華
寺
長
老
重
曹
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比
丘
尼
幾
日
。
欲
訪
無
人
。
可
供
養
十
六
羅
嘩
デ
。

（
r
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
」
）

こ
の
禅
尼
は
、
法
名
こ
そ
記
さ
れ
な
い
が
明
ら
か
に
空
加
を
指
し
て
い
る
。

「
高
倉
殿
」
と
い
う
も
と
の
名
前
、
そ
し
て
慈
善
と
の
師
弟
関
係
か
ら
見
て
空

如
以
外
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
空
如
と
す
る
と
、
割
注
に
あ
る
高
松
女

院
の
姫
宮
と
い
う
注
記
か
ら
、
空
加
と
高
倉
は
同
一
人
物
と
し
て
間
違
い
は
な

か
ろ
う
。
右
の
夢
告
が
あ
っ
た
の
は
建
長
三
年
な
の
で
、
そ
の
と
き
既
に
高
倉

が
没
し
て
い
た
こ
と
も
判
る
。

先
に
引
用
し
た
『
法
華
寺
舎
利
縁
起
』
で
は
、
空
加
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
聡

明
で
、
信
心
篤
く
、
顕
密
の
学
問
に
通
じ
和
漢
の
才
に
明
る
か
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
は
、
高
倉
が
若
く
し
て
仏
道
を
希
求
し
、
ま
た
、
和
歌
の
詞
書
に
し
ば
し

（8）

は
白
楽
天
詩
の
山
部
を
用
い
る
こ
と
な
ど
と
も
相
通
ず
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
『
感
身
学
正
記
』
の
割
注
に
は
、
「
高
倉
殿
」
の
他
に
「
醍
醐
殿
」

と
い
う
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
高
倉
が
醍
醐
周
辺
に
一
時
居
住
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
法
華
寺
舎
利
縁
起
』
か
ら
判
る
よ
う
に
、

高
倉
は
出
家
後
す
ぐ
に
法
華
寺
に
住
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
か
ら
で
あ

る
。
醍
醐
と
は
京
都
南
東
部
l
符
を
指
し
、
平
安
時
代
か
ら
醍
醐
寺
と
い
う
大

寺
院
を
擁
す
る
真
言
小
野
流
の
拠
点
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
醍
醐
寺
は
勿
論
尼

寺
で
は
な
い
が
、
そ
の
院
家
に
尼
が
止
任
し
た
こ
と
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』

（9）

巻
一
に
見
え
る
勝
供
航
院
の
様
子
か
ら
伺
え
る
。
ま
た
、
九
条
家
文
容
中
の

「
其
阿
弥
陀
仏
文
吉
紛
失
状
案
」
　
（
天
福
元
年
十
一
月
付
）
に
ょ
る
と
、
比
丘
尼
其

（10）

阿
弥
陀
仏
が
醍
醐
に
自
房
を
構
え
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、

高
倉
が
法
体
と
な
っ
て
一
時
醍
醐
の
房
に
身
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
勝
供
砥
院
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
こ
こ
は
身
よ
り

（11）

の
な
い
尼
た
ち
が
集
ま
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
。
朝
の
勤
行
の
時
刻
、
尼
が

「
あ
や
し
げ
な
る
こ
ろ
も
に
、
ま
げ
さ
な
ど
や
う
の
物
、
け
し
き
ば
か
り
ひ
き

か
け
て
」
　
（
岩
波
文
率
）
通
る
さ
ま
は
、
尼
た
ち
が
決
し
て
経
済
的
に
豊
か
で
な

い
状
況
を
表
わ
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
身
よ
り
の
な
い
後
家
尼
や
、
家
庭
を

持
つ
に
至
ら
な
か
っ
た
宮
廷
女
房
が
出
家
し
、
肩
寄
せ
あ
っ
て
暮
ら
す
場
所
で

あ
っ
た
。
高
倉
も
ま
た
、
宮
中
を
出
て
か
ら
は
全
く
後
ろ
盾
を
失
い
、
こ
う
し

（12）

た
尼
た
ち
の
住
む
醍
醐
に
宿
り
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
高
倉
の
出
家
の
時
期
も
自
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
思

う
。
つ
ま
り
、
彼
女
が
出
家
し
た
と
き
、
そ
の
後
ろ
盾
は
既
に
失
わ
れ
て
い
た

状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
は
、
高
倉
が
建
暦
元
年

＜
二
三
一
＞
の
八
条
院
崩
御
を
契
機
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
は
後

ろ
盾
の
な
い
彼
女
の
状
況
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
仕
先
の
主
人
の
崩
に

遇
っ
て
女
房
が
出
家
す
る
例
は
、
建
春
門
院
崩
御
の
際
、
常
陸
と
い
う
若
女
房

が
出
家
し
た
例
（
選
対
御
約
品
L
）
や
、
春
華
門
院
の
際
に
一
人
の
女
房
が
郡
を

出
奔
し
法
華
寺
に
入
っ
た
例
（
後
述
）
な
ど
が
見
出
せ
る
。
高
倉
の
場
合
、
八
粂

院
は
主
人
で
も
あ
り
ま
た
、
保
護
者
で
も
あ
っ
た
。
出
家
の
動
機
と
し
て
、
女

院
の
崩
御
は
充
分
す
ぎ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
既
に
実
父
の
澄
意
は
没
し

＜
三
〇
三
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
三
〇
四
∨

（
控
仁
三
年
没
）
、
後
見
者
の
俊
成
も
ま
た
こ
の
世
に
は
な
か
っ
た
　
（
元
久
元
年
没
）
。

家
庭
を
築
く
こ
と
の
な
か
っ
た
高
倉
は
、
出
家
後
の
．
行
き
場
が
な
い
状
態
だ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

高
倉
の
出
家
前
後
の
事
情
を
、
今
ま
で
の
論
に
沿
っ
て
ま
と
め
て
み
る
な
ら

ば
、
彼
女
は
八
粂
院
崩
御
を
契
概
に
出
家
を
果
た
し
、
一
時
醍
醐
の
房
に
住
ま

い
、
そ
の
後
老
年
に
至
っ
て
法
華
寺
の
安
居
房
に
隠
棲
し
そ
こ
で
卒
去
し
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
華
寺
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
国
分
尼
寺
と
し
て
律
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合
制
に
基
づ
き
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
は
律
宗
の
叡
尊
の
手

で
復
興
さ
れ
、
戒
律
興
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
宮
廷
女
房
や
貴
人
の
妻
娘
が
受

戒
し
た
例
も
数
多
い
。
高
倉
の
場
合
、
直
接
法
華
寺
で
受
戒
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
彼
女
が
最
終
的
に
法
華
寺
を
終
焉
の
場
に
選
ん
だ
背
景
に
は
、
中
世
の

法
華
寺
が
宮
廷
女
房
出
身
の
尼
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
た
事
実
が
存
す
る
と
思

わ
れ
る
。

次
節
で
は
、
高
倉
の
出
家
の
あ
り
方
と
よ
く
似
た
例
と
し
て
法
華
寺
初
代
長

老
と
な
っ
た
慈
善
の
場
合
を
見
て
い
き
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
の
法
華
寺
と
宮
廷

女
房
の
出
家
の
様
相
を
捉
ら
え
て
み
た
い
。

伺
　
法
華
寺
の
尼
た
ち

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
南
都
法
華
寺
は
光
明
皇
后
の
御
顕
寺
で
、
正
式

名
を
法
華
減
罪
之
寺
と
い
う
。
当
寺
は
し
か
し
、
律
令
制
の
衰
退
に
従
い
、
平

安
時
代
に
は
荒
廃
の
一
途
を
辿
っ
た
。
十
三
世
期
初
頭
の
俊
乗
坊
霞
源
ら
の
堂

字
補
修
を
経
て
、
漸
く
鎌
倉
中
期
に
至
り
、
南
都
旧
仏
教
の
戒
律
復
興
運
動
と

と
も
に
再
興
さ
れ
る
。
法
華
寺
復
興
に
特
に
力
が
あ
っ
た
の
は
西
大
寺
の
叡
尊

で
あ
る
。
彼
は
、
法
華
寺
で
さ
か
ん
に
尼
衆
の
授
戒
を
行
っ
た
。
叡
尊
の
『
金

剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』
や
『
西
大
寺
勒
謎
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
を
播
く

と
、
公
家
の
女
性
の
受
戒
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
叡
尊
が
女
人
の
戒
律
興
行

を
尊
重
し
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
興
正
菩
薩
御
教
試
聴
閥
集
』

（
日
本
思
想
大
系
r
鎌
倉
旧
仏
教
」
所
収
）
に
伺
え
る
。
叡
尊
が
鎌
倉
へ
下
っ
た
折
、
北

条
時
薪
に
引
留
め
ら
れ
、
「
僧
ハ
ナ
こ
ト
モ
候
ハ
ソ
ズ
レ
ド
そ
、
尼
寺
ガ
叶
マ

ジ
キ
、
皆
女
人
ノ
法
ガ
失
供
ハ
ソ
ズ
ル
ガ
、
不
便
二
候
程
二
上
り
供
ハ
ソ
ズ

ル
」
と
返
答
し
た
と
い
う
。
女
性
が
法
華
寺
に
集
ま
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、

こ
う
し
た
鎌
倉
時
代
の
律
宗
の
盛
況
が
存
す
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
社
会
的
な
要
因
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
平
安

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
家
父
長
権
の
伸
展
に
伴
い
女
性
の
社
会
的
地

（13）

位
が
低
下
し
た
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。
通
い
姫
を
主
と
す
る
平
安
時
代
に
あ
っ

て
は
、
結
婚
し
家
庭
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
ら
ず
L
も
女
性
の
生
涯
の
安
泰
に

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
女
性
は
結
婚
後
も
実
家
の
庇
護
を
受
け
て
お
り
、
し
ば

し
ば
一
時
的
な
関
係
に
終
わ
る
こ
と
の
多
い
婚
姻
相
手
よ
り
も
実
家
と
の
緑
の

方
が
は
る
か
に
強
固
で
永
続
的
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
宮

仕
え
の
女
房
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
実
家
さ
え
安
定
を
保
て
ば
老
年
の
生
活
も

保
障
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
結
婚
形
態
が
嫁
取
り
姫
へ
と
移
行
し
た
鎌
倉
時
代
で
は
、
宮
廷
女

房
の
場
合
、
夫
の
家
の
一
員
と
し
て
家
庭
を
築
か
な
い
限
り
老
年
は
悲
惨
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
鎌
倉
期
の
宮
廷
女
房
は
、
一
見
華
や
か
な
サ
P
ソ
の
住

人
と
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
天
皇
や
上
皇
を
頂
点
と
す
る
後
宮
に
囲
い
込
ま

れ
、
平
安
時
代
の
よ
う
な
一
種
の
自
由
結
婚
の
機
を
得
難
い
状
況
に
置
か
れ
て

い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
運
良
く
天
皇
の
子
を
生
む
こ
と
が
出
来
た
女
性
は
よ

い
と
し
て
、
独
身
者
の
ま
ま
年
を
重
ね
た
女
性
は
何
ら
老
前
の
保
障
も
な
い
ま

（14）

ま
放
置
さ
れ
た
。

法
華
寺
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
尼
寺
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
柊
の
住

処
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
。
法
華
寺
に
入
っ
た
女
性
た
ち
は
、
物
語
に

も
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
『
平
家
物
語
』
巻
十
「
枝
笛
」
の
横
笛
は
、
滝
口
入

道
と
別
れ
て
後
法
華
寺
に
入
り
、
そ
こ
で
没
し
た
と
語
ら
れ
、
ま
た
、
同
じ
く

巻
三
「
有
王
」
で
ほ
、
鬼
界
島
に
流
さ
れ
た
俊
寛
僧
都
の
娘
が
十
二
の
年
に
尼

（15）

と
な
り
、
法
華
寺
で
両
親
の
後
世
を
弔
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
物
語
の
中

の
人
物
で
あ
る
が
、
寄
る
辺
な
い
女
性
が
法
華
寺
へ
赴
か
ざ
る
を
得
な
い
事
情

を
端
的
に
物
語
る
例
と
い
え
よ
う
。
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物
語
の
こ
う
し
た
事
例
は
、
と
り
も
な
お
き
ず
そ
の
当
時
の
現
実
を
反
映
し

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
実
際
の
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
『
十
六
夜
日
記
』
で
著

名
な
阿
仏
尼
も
若
年
の
頃
法
華
寺
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
源
泉

和
歌
口
伝
』
第
十
「
訓
説
お
も
ひ
く
な
る
串
」
に
次
の
よ
う
な
条
が
あ
る
。

…
…
先
由
来
は
阿
房
培
瑚
安
嘉
門
院
越
前
と
て
侍
り
け
る
、
身
を
す
て
⊥

後
、
奈
良
の
法
花
寺
に
す
み
け
り
。
後
に
松
尾
慶
政
上
人
の
ほ
と
り
に
侍

り
け
る
を
、
源
氏
物
語
か
ゝ
せ
ん
と
て
、
法
花
寺
に
て
見
な
れ
た
る
人
の

し
る
べ
に
て
、
院
大
納
言
典
侍
に
鯛
も
と
に
き
た
れ
り
。
続
後
撰
奏
覧
之
後

事
也
。

（
r
校
注
阿
仏
尼
全
集
L
）

阿
仏
は
か
つ
て
恋
に
破
れ
て
出
奔
し
、
西
山
辺
の
尼
寺
で
出
家
の
志
を
遂
げ

た
と
い
う
（
デ
た
た
わ
し
）
が
、
そ
の
後
、
年
を
経
て
再
び
ま
た
尼
寺
へ
入
っ
た
わ

（16）

け
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
福
田
秀
一
氏
に
ょ
れ
ば
建
長
四
年
＜
〓
喜
一
＞
頃

の
こ
と
ら
し
く
、
阿
仏
は
推
定
三
十
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
阿
仏
も
ま
た
、
若

年
の
頃
は
家
庭
を
持
つ
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
宮
廷
女
房
の
辿
る
道
を
歩
ん
だ

と
い
え
る
。
阿
仏
が
後
嵯
峨
院
大
納
言
典
侍
・
為
子
を
知
る
媒
介
と
な
っ
た
の

が
法
華
寺
で
の
知
己
だ
が
、
お
そ
ら
く
法
華
寺
に
は
大
納
言
典
侍
の
同
僚
で
あ

っ
た
女
房
が
尼
と
な
っ
て
止
任
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

宮
廷
女
房
と
法
華
寺
と
の
つ
な
が
り
が
並
々
で
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。

細
川
涼
一
氏
は
、
こ
う
し
た
女
性
の
例
と
し
て
、
春
華
門
院
女
房
で
あ
っ
た

（17）

法
華
寺
長
老
・
慈
善
比
丘
尼
の
場
合
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
論
の
主

題
で
あ
る
八
粂
院
高
倉
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
慈
善
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

慈
善
の
素
姓
は
、
『
法
華
減
罪
寺
縁
起
』
の
次
の
記
述
か
ら
知
れ
る
。

慈
善
比
丘
尼
　
堅
恵
房
。
法
華
寺
ふ
た
1
ひ
興
行
の
1
ち
第
一
番
の
長
老
。

俗
性
ハ
春
花
門
の
女
房
。
新
ゑ
も
ん
の
か
う
の
と
の
。

既
述
し
た
よ
う
に
、
慈
善
は
春
撃
門
院
の
崩
御
（
建
暦
元
年
＜
二
二
一
＞
十

（18）

一
月
八
日
）
に
遇
い
、
都
を
出
奔
し
て
法
華
寺
に
入
っ
た
。
こ
の
頃
、
法
華
寺

は
ま
だ
叡
尊
を
迎
え
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
重
源
の
堂
宇
補
修
（
趣
仁
三
年
＜
三

〇
三
＞
・
r
南
無
阿
弥
陀
仏
作
昏
集
L
に
上
る
）
が
完
了
し
、
復
興
の
気
運
が
高
ま
り
つ

つ
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
慈
善
は
、
第
三
節
所
引
の
『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
し
建
長
三
年

桑
か
ら
、
空
如
、
即
ち
高
倉
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
『
法
華
寺
舎
利

縁
起
』
に
は
、
二
人
が
連
れ
立
っ
て
唐
招
提
寺
の
釈
迦
念
仏
会
に
赴
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
法
華
寺
に
於
て
篤
い
師
資
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
る
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
は
出
家
以
前
の
女
房
時
代
に
遡
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
慈
善
の
仕
え
た
春
軍
門
院
は
、
生
後
間
も
な
く
八
粂
院
の

猶
子
と
な
り
、
両
院
は
『
建
寿
御
前
日
記
』
に
「
又
、
障
子
一
つ
が
隔
て
な
れ

ど
」
と
あ
る
よ
う
に
同
宿
の
状
態
で
あ
っ
た
。
お
互
い
出
仕
先
は
昇
っ
て
も
、

両
院
が
殆
ん
ど
同
じ
邸
に
居
住
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
慈
善
と
高
倉
が
女
房

時
代
に
知
り
合
う
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
主
人
同
志

の
親
子
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
各
々
の
女
房
の
上
下
関
係
に
影
響
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
慈
善
と
高
倉
の
師
弟
関
係
は
、
女
房
時
代
の
関
係
を
持
ち
越
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
、
高
倉
の
出
家
は
八
粂
院
崩
御
が
原
因
だ
と
い
う
推
副
を
述
べ
た
。
八

条
院
崩
御
の
同
じ
年
で
あ
る
建
暦
元
年
、
彼
の
院
か
ら
わ
ず
か
四
カ
月
余
り
遅

れ
た
十
一
月
八
日
、
春
草
門
院
は
十
七
歳
の
短
い
命
を
終
え
る
。
悪
事
は
こ
の

と
き
出
家
し
た
の
で
、
出
家
の
順
か
ら
言
っ
て
も
高
倉
は
慈
善
の
先
輩
格
に
当

た
る
の
で
あ
る
。
萱
ロ
の
突
発
的
な
出
奔
は
、
既
に
出
家
を
果
た
し
て
い
た
先

輩
女
房
で
あ
る
高
倉
の
行
為
を
見
習
っ
て
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

二
人
の
師
弟
関
係
は
、
逆
に
言
え
ば
、
高
倉
が
建
暦
元
年
六
月
二
十
六
日
の
八
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桑
院
崩
御
の
後
程
経
ず
し
て
仏
門
に
入
っ
た
と
い
う
推
測
を
一
層
確
実
な
も
の

に
す
る
。

法
華
寺
初
代
長
老
・
慈
善
の
師
で
あ
っ
た
高
倉
は
、
法
華
寺
の
律
衆
比
丘
尼

の
囁
矢
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
高
倉
が
、
法
華
寺
の
最
重
宝
の
舎
利
の
縁

起
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
、
律
宗
の
中
興
し
た
新
し

オ
リ
ジ
ン

い
法
華
寺
の
起
源
を
語
る
人
物
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鎌
倉

時
代
の
女
性
と
律
宗
を
考
え
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
存
在
の
一
人
だ
と
思

わ
れ
る
。

高
倉
は
、
晩
年
法
華
寺
の
安
居
房
で
仏
道
精
進
に
明
け
暮
れ
、
遂
に
そ
こ
で

卒
し
た
。
そ
の
没
年
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
法
華
減
罪
寺
年
中
行
事
』

（
r
大
和
古
寺
大
観
第
五
巻
L
）
　
の
八
月
十
三
日
の
項
に
、
「
醍
醐
殿
御
忌
日
」
と
い
う

割
安
が
見
出
さ
れ
る
。
他
に
も
尼
た
ち
の
忌
日
を
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が

か
つ
て
醍
醐
殿
と
呼
ば
れ
た
こ
と
の
あ
る
高
倉
の
忌
日
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
日
ソ
に

八
条
院
高
倉
の
出
生
と
晩
年
の
部
分
に
限
っ
て
、
か
な
り
大
胞
な
推
副
も
交

え
な
が
ら
そ
の
伝
記
を
考
察
し
て
み
た
。
高
倉
の
歌
に
つ
い
て
は
今
回
全
く
触

れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
が
、
歌
人
と
し
て
以
外
で
も
、
高
倉
の
存
在
は
興
味
深

い
要
素
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
後
半
部
に
於
て
、
や
や
本
論
か
ら
逸

れ
る
か
た
ち
で
宮
廷
女
房
と
法
華
寺
と
の
関
係
を
述
べ
た
が
、
平
安
最
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
と
い
う
、
様
々
な
環
境
が
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
の
境
界

線
上
を
生
き
た
女
性
の
一
人
と
し
て
、
八
粂
院
高
倉
は
も
っ
と
注
目
．
さ
れ
て
も

よ
い
存
在
で
あ
る
と
思
う
。
高
倉
を
視
点
軸
に
据
え
る
こ
と
で
、
彼
女
の
周
辺

の
人
々
の
人
間
関
係
や
時
代
の
諸
相
が
新
た
な
意
味
に
読
み
換
え
ら
れ
る
こ
と

が
可
能
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
八
日
高
）

＜
注
＞

（
1
）
「
八
条
院
高
倉
」
（
コ
写
苑
L
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
）
。

（
2
）
「
八
桑
院
高
倉
の
論
H
・
⇔
」
（
『
大
谷
女
子
大
学
紀
要
』
昭
和
五
十
年
十

月
・
五
十
一
年
十
二
月
）
。

（
3
）
「
御
室
ノ
坊
官
行
賢
法
印
後
胤
ノ
女
。
安
居
院
澄
憲
法
印
ノ
後
胤
ノ
女
。

八
幡
同
官
ノ
女
ハ
中
萬
二
被
l
l
召
仕
一
也
。
」
（
『
海
人
漠
芥
』
・
群
雷
類
従
第
二

十
八
巻
）
。

（
4
）
「
牙
舎
利
分
布
八
枚
」
は
末
尾
に
乾
元
二
年
＜
〓
ニ
O
l
一
▽
の
年
記
を
持
つ
。

但
し
、
本
文
中
に
は
寡
暦
元
年
＜
〓
童
六
＞
、
文
和
二
年
＜
〓
t
五
三
＞
の
記
事

も
見
え
る
。

（
5
）
本
稿
第
三
節
冒
頭
に
概
要
を
示
し
た
。
某
禎
三
年
＜
二
三
七
＞
頃
に
六
十

歳
前
後
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
の
造
算
に
よ
る
。

（
6
）
角
田
氏
前
掲
論
文
所
載
の
年
譜
参
照
。

（
7
）
『
和
歌
大
辞
典
』
　
（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
）
の
「
高
倉
」
の
項
に
よ
る
。

（
8
）
『
新
動
揺
和
歌
集
』
巻
十
八
、
雑
三
、
二
二
ハ
二
番
等
。

（
9
）
尼
の
寺
院
止
住
に
つ
い
て
は
、
西
口
順
子
氏
『
女
の
力
』
　
（
昭
和
六
十
二
年
、

平
凡
社
）
に
詳
し
い
。

（
1
0
）
こ
の
文
書
の
存
在
は
、
日
本
の
女
性
と
仏
教
第
四
回
サ
マ
ー
七
・
、
、
ナ
ー

（
昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
六
～
二
十
八
日
）
　
に
於
る
土
谷
恵
氏
の
御
発
表
「
僧
侶
と

氏
・
家
・
女
性
1
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
の
醍
醐
寺
を
中
心
に
　
ー
　
」
に
よ

っ
て
知
っ
た
。

（
1
1
）
松
本
寧
至
氏
r
中
世
宮
廷
女
性
の
日
記
』
　
（
昭
和
六
十
石
、
中
央
公
諭
社
）
　
に

よ
る
。
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（
崇
高
倉
の
醍
醐
止
住
に
は
、
安
居
院
の
男
子
で
醍
醐
寺
に
入
っ
た
真
言
僧

（
勝
賢
、
成
賢
等
）
の
存
在
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
1
3
）
細
川
掠
一
氏
『
中
世
に
お
け
る
律
宗
寺
院
と
民
衆
』
（
吉
川
弘
文
餌
、
昭
聖
ハ
十

二
年
）
。

（
1
4
）
細
川
氏
前
掲
書
に
ょ
る
と
、
法
華
寺
の
他
に
中
宮
寺
、
道
明
寺
と
い
っ
た

尼
寺
も
同
様
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。
特
に
中
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
阿
部
泰

郎
氏
「
中
世
南
都
の
宗
教
と
芸
能
1
－
信
如
尼
と
若
宮
拝
殿
巫
女
を
め
ぐ
り

て
　
－
　
」
（
コ
国
語
と
国
文
学
－
昭
和
六
十
着
五
月
号
）
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
但
し
、
横
笛
と
俊
寛
の
娘
の
場
合
、
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
ょ
っ
て
は
法

華
寺
で
は
な
く
嵯
峨
や
高
野
の
天
野
別
所
に
舐
っ
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
1
6
）
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
第
三
葦
「
阿
仏
尼
と
為
相
」
　
（
昭
和
四
十
七
年
、
角

川
彷
店
）
。

（
1
7
）
相
川
氏
前
掲
書
。

（
1
8
）
『
明
月
記
』
建
暦
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
。

＜
付
記
＞

成
稿
に
当
り
、
阿
部
泰
郎
氏
、
細
川
涼
一
氏
、
稲
賀
敬
二
先
生
よ
り
御
教
示

を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
空
風
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
、
資
料
閲
覧
の
任
を

お
計
り
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
校
正
後
細
川
氏
よ
り
大
塚
宍
忠
節
の
御
論
考
、
「
法
華
減
罪
寺
中
興

聖
恵
方
慈
善
」
（
百
本
仏
教
L
空
十
八
号
、
昭
和
四
十
二
一
年
七
月
）
の
存
在
を
御
教
示

頂
い
た
。
本
稿
と
は
異
る
視
点
か
ら
、
高
倉
と
慈
善
の
出
家
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
手
堅
い
御
論
で
あ
る
。
本
文
中
に
生
か
せ
ず
残
念
で
は
あ
る
が
、

併
せ
て
御
参
照
頂
き
た
い
。
ま
た
、
細
川
氏
の
「
王
権
と
尼
寺
」
（
r
列
島
の
文

化
史
伝
和
六
十
三
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
も
そ
の
後
公
刊
さ
れ
た
。
法

華
寺
な
ど
の
尼
寺
に
止
住
す
る
独
身
者
と
し
て
の
尼
と
舎
利
信
仰
に
関
す
る

御
論
で
あ
り
、
本
稿
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
御

研
究
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
、
更
に
考
察
を
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

1
－
広
島
大
学
文
学
部
助
手
1

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
』
付
属
語
索
引
鰐

高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
福

本
索
引
は
、
先
の
本
文
茄
（
昭
和
六
十
一
年
刊
）
、
自
立
語
索
引
茄
（
昭
和

六
十
年
刊
）
に
続
く
三
分
冊
の
最
後
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
』
が
完
結
し
た
。
こ
の
付
属
語
索
引
筋
は
、
梅
沢
本

の
忠
実
な
翻
字
に
ょ
る
本
文
志
に
基
づ
い
て
総
て
の
付
属
語
を
収
載
し
た
も
の

で
あ
る
。
夫
々
の
語
に
つ
い
て
全
用
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
語

の
内
部
が
更
に
活
用
形
や
用
法
に
よ
っ
て
細
か
く
分
析
さ
れ
た
う
え
で
挙
例
さ

れ
て
お
り
、
検
索
の
便
が
図
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
文
第
と
自
立
語
索
引
茄
と
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
一
〇
八
・
一
〇

九
合
併
号
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
『
巣
化
物
語
本
文
と
索
引
』
刊
行
の
経
緯
等

は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
B
5
判
、
四
六
八
号
昭
和
六
十
二
年
十
月
、
武
野
書
院
刊
。
三
〇
、
〇
〇

〇
円
）
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