
「
国
語
の
力
」
の
成
立
過
程
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史
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潤

　

　

家

一
五

「
国
語
の
力
」
第
二
章
は
、
「
文
の
形
」
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い

て
'
「
国
語
の
力
」
全
編
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
第
1
四
節
は
、
「
形

の
見
え
る
文
」
と
な
っ
て
い
て
'
著
者
垣
内
松
三
先
生
は
、
ま
ず
へ
　
「
『
文
の

形
』
と
い
う
こ
と
は
'
誤
解
を
招
き
易
い
い
い
方
で
あ
る
こ
と
を
度
々
経
験
す

る
。
こ
ゝ
に
い
う
文
に
見
ゆ
る
形
は
事
物
的
な
形
を
い
う
の
で
は
な
い
。
即
ち

自
然
の
光
景
と
か
人
物
の
肖
像
を
見
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文

の
形
が
会
得
さ
れ
る
と
共
に
自
然
に
収
得
せ
ら
る
～
の
で
あ
っ
て
'
玉
に
文
の

形
を
見
る
と
い
う
の
は
、
作
者
の
意
識
の
流
動
を
形
に
見
る
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
0
」
　
(
有
L
S
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
二
ハ
ペ
)
と
述
べ
へ
作
者
の
意
識

の
流
動
を
形
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
文
章
例
を
三
つ
引
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
所
見

を
添
え
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
は
'
新
井
白
石
の
「
折
た
く
柴
の
記
」
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節

が
引
か
れ
て
い
る
。

我
が
父
致
仕
の
後
'
事
に
ふ
れ
て
の
た
ま
ひ
た
り
L
に
は
、
菅
沢
と
い
ひ
し

も
の
は
幼
き
時
に
父
に
お
-
れ
L
を
へ
そ
の
父
の
退
領
給
う
て
、
近
-
め
し
つ

か
は
れ
L
に
'
そ
れ
よ
り
二
十
歳
ば
か
り
に
及
び
し
頃
に
、
我
を
召
す
こ
と
あ

り
て
参
り
L
に
、
戸
部
は
物
に
腰
か
け
て
、
太
刀
を
杭
た
へ
て
お
は
し
ま
す
。

そ
の
気
色
常
に
か
は
り
ぬ
と
思
ひ
し
に
'
近
く
ま
ゐ
れ
と
あ
り
し
か
ば
'
腰
刀

を
と
り
て
参
ら
せ
ん
と
せ
L
に
'
そ
の
ま
1
に
て
参
れ
と
あ
り
L
に
よ
り
て
'

近
く
ま
ゐ
り
L
に
'
た
ゞ
今
、
菅
沢
を
召
出
し
て
手
づ
か
ら
訣
す
べ
し
。
そ
れ

に
さ
ふ
ら
ふ
べ
L
と
の
た
ま
ひ
出
し
た
り
。
答
へ
申
す
こ
と
も
な
く
て
あ
り
L

に
t
や
ゝ
あ
り
て
、
い
ら
へ
申
す
こ
と
も
な
き
は
忠
ふ
所
や
あ
る
と
仰
せ
ら
れ

し
ほ
ど
に
'
さ
ん
候
、
か
れ
が
常
に
巾
候
ひ
し
は
'
い
と
け
な
き
時
に
父
に
お

-
れ
し
身
の
、
寛
大
の
主
恩
に
よ
り
て
か
く
ま
で
に
生
長
し
ぬ
。
此
恩
に
報
い

ま
ゐ
ら
せ
ん
事
、
よ
の
つ
ね
の
人
々
の
如
-
し
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
申

す
。
天
性
不
敵
な
る
も
の
の
'
し
か
も
年
な
は
少
-
し
て
を
こ
の
ふ
る
ま
ひ
も

多
-
候
へ
ば
、
い
か
な
る
奇
怪
を
か
仕
出
し
て
候
ひ
ぬ
ら
ん
。
但
し
若
く
候
ふ

時
に
か
れ
ら
が
如
-
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
は
、
年
た
け
候
ひ
し
後
に
も
の

の
用
に
は
た
ゝ
ぬ
も
の
多
く
候
か
。
こ
れ
ら
の
事
を
存
じ
め
ぐ
ら
し
候
に
つ
き

て
'
御
答
の
遅
れ
俣
ひ
し
は
恐
れ
思
ふ
所
に
候
と
申
す
。
ま
た
、
の
た
ま
ひ
出

す
事
も
な
く
我
も
ま
た
申
す
事
も
な
く
て
さ
ふ
ら
ふ
ほ
ど
に
、
や
1
あ
り
て

面
に
奴
の
集
り
ぬ
る
に
遂
ふ
べ
L
と
の
た
ま
ひ
し
は
ど
に
'
顔
を
動
か
し
け
れ



ば
、
血
に
飽
き
て
胡
頼
子
の
.
こ
と
く
な
り
し
蚊
の
六
つ
七
つ
は
ら
-
と
地
に

墜
ち
L
を
'
懐
の
紙
と
り
出
し
て
、
つ
1
み
て
袖
に
し
て
さ
ふ
ら
ふ
o
ま
た
や

ゝ
あ
り
て
、
罷
り
帰
り
て
休
み
候
へ
と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
退
出
す
。
(
折
た
-

柴
の
記
)
　
(
布
朋
党
版
「
国
語
の
力
」
'
二
九
-
一
二
〇
ペ
'
読
点
の
脱
落

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
'
引
用
者
に
お
い
て
補
っ
た
。
)

右
の
文
章
は
、
新
井
白
石
署
「
折
た
く
柴
の
記
」
の
巻
上
'
祖
父
母
お
よ
び

父
母
の
事
蹟
を
述
べ
た
部
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宮
崎
退
生
博
士
の
「
定
本

折
た
く
柴
の
記
釈
義
」
　
(
昭
和
3
9
年
6
月
1
0
日
、
至
文
堂
刊
)
　
に
よ
れ
ば
、
便

宜
項
目
名
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
文
章
は
'
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

位
正
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0

折
た
く
柴
の
記
(
序
・
巻
上
)

1

　

序

二
　
祖
父
母
お
よ
び
父
母
の
事
践

一
祖
父
母
の
事
　
二
　
父
の
土
屋
伐
へ
の
出
仕

四　二　一

父
の
土
鼠
家
致
仕
・
禁
鈍
の
処
分

妹
お
よ
び
母
の
死
去

父
の
終
篤

前
掲
の
文
章
に
つ
づ
い
て
、

二
三
　
土
尾
軸
杭
の
除
封
・
子
連
荘
の
相
続

二
五
　
庭
訓
二
条

(
同
上
書
「
日
次
」
に
よ
る
。
)

「
折
た
く
柴
の
記
」
の
本
文
は
'
な
お
つ
ぎ
の

三
　
父
の
行
状
　
　
四
　
父
の
勤
務
状
況

丑
~
蝕
め
要
談
-
煎
沢
井
の
事

六
　
蛇
太
刀
・
猿
引
二
宝
刀
の
事
　
　
七

八
　
帯
刀
に
つ
い
て
の
庭
訓
　
　
　
九

一
〇
　
老
若
期
の
生
活
態
度
に
つ
い
て
の
庭
訓

1
　
1
　
父
の
容
貌
・
言
語
・
趣
味
・
噴
好

二
二
　
取
組
に
つ
い
て
の
庭
訓

き
り
は
の
腰
刀
の
由
来

朝
比
奈
某
の
誓

1
二
　
父
の
老
後
の
武
功
談

-
四
　
高
措
某
の
事

一
五
　
越
前
某
の
事

1
七
　
土
崩
侠
祖
先
の
郡

1
九
　
新
井
の
家
族

六
　
郡
司
正
信
の
事

八
　
神
戸
の
家
の
事

二
〇
　
母
の
事
-
出
自
・
性
行
・
教
養

よ
う
に
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ゑ

ひ

　

　

　

　

　

　

あ

り

か
の
男
は
、
常
に
酒
を
こ
の
み
て
、
酔
み
だ
れ
ぬ
る
郡
ど
も
有
し
か
ば
、
関

と
い
ひ
し
人
の
'
そ
れ
に
し
た
し
か
り
し
を
か
た
ら
ひ
て
'
二
人
し
て
ま
づ
酒

4

1

.

を
断
し
め
て
常
に
い
さ
め
し
事
共
お
こ
た
ら
ず
。
か
く
て
年
月
経
し
の
ち
に
、

(ひ)
つ
ゐ
に
父
の
職
を
も
仰
誤
り
た
り
き
。
今
は
戸
部
も
う
せ
給
ひ
ぬ
れ
ど
'
は
じ

わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
ゐ
)

め
'
我
印
せ
し
こ
と
ば
の
、
む
な
し
か
ら
ざ
る
や
う
に
'
つ
か
へ
ま
い
ら
せ
よ

M
i

と
思
ふ
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
た
り
き
。
こ
れ
は
、
か
の
人
久
し
-
し
て
'
ま
た

御
酒
の
事
あ
り
L
が
故
也
。
(
日
本
古
典
文
学
大
系
「
折
た
く
柴
の
記
」
、
1

六
〇
-
一
六
一
ペ
)

「
国
語
の
力
」
に
は
、
本
文
の
ま
と
ま
っ
た
段
落
全
体
を
'
き
っ
か
り
と
引

用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
お
わ
り
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

む
き
出
し
の
「
我
が
父
致
仕
の
後
'
事
に
ふ
れ
て
の
七
ま
ひ
た
り
L
に
は
、
」

に
、
結
び
と
し
て
照
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
省
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
上
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
前
掲
「
折
た
-
柴
の

記
」
の
本
文
に
対
し
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
.

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

「
こ
の
文
に
現
わ
れ
た
る
緩
や
か
な
る
叙
述
の
進
行
の
上
に
'
作
者
の
意
識

†

f

r

f

t

が
見
え
る
の
で
あ
る
。
森
田
思
軒
が
此
文
を
評
し
て
、
此
意
味
を
の
み
伝
え
よ

う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
僅
か
に
数
行
を
以
て
尽
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
い

t
・
†

か
に
も
落
つ
い
た
叙
述
の
上
に
文
の
妙
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
の
は
、
文
を
1

つ
の
報
告
と
は
見
な
い
で
、
そ
の
生
死
生
別
に
し
た
沈
黙
の
光
景
を
体
験
し
た



作
者
の
意
識
の
流
動
が
、
文
の
上
に
鮮
か
に
現
わ
れ
て
居
る
こ
と
を
見
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
形
の
見
え
る
文
と
い
う
の
は
、
文
の
形
式
に
於
け
る
彫
刻
的
・
絵

画
的
な
古
典
的
印
象
を
感
ぜ
し
む
る
文
を
の
み
い
う
の
で
な
-
'
そ
の
よ
う
な

L
o
o
s
e
 
s
e
n
t
e
n
c
e
の
音
楽
的
な
流
動
の
上
に
も
文
の
形
を
見
る
の
で
あ
る
。
」

(
有
朋
質
版
「
同
語
の
力
」
'
1
二
〇
～
1
二
1
ペ
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

垣
内
松
三
先
生
は
'
新
井
白
石
の
前
掲
文
章
に
見
ら
れ
る
、
「
緩
や
か
な
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

叙
述
の
進
行
」
に
着
目
し
、
そ
こ
に
作
者
の
意
識
が
見
え
る
と
さ
れ
て
い
る
o

す
な
わ
ち
、
「
生
死
生
別
に
し
た
沈
黙
の
光
景
を
体
験
し
た
作
者
の
意
識
の
流

動
が
'
文
の
上
に
鮮
か
に
現
わ
れ
て
居
る
こ
と
」
を
重
く
見
て
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
生
死
を
前
に
し
た
沈
黙
の
光
景
を
体
験
し
た
」
の
は
'

作
者
(
新
井
白
石
)
　
で
は
な
-
、
作
者
の
父
で
あ
り
'
父
か
ら
聞
い
た
わ
け
で

あ
る
が
'
体
験
者
で
あ
る
父
の
物
語
り
に
よ
る
叙
述
ぶ
り
に
'
お
の
ず
と
意
識

の
流
動
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
森
田
思
軒
の
鋭
い
文
章
銭
貨
・
批
評
に
触
発
さ
れ
て
、

そ
こ
か
ら
'
こ
の
白
石
の
文
章
を
、
「
形
の
見
え
る
文
」
の
具
体
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
森
E
E
思
軒
の
こ
の
批
評
の
出
所
に
つ
い
て
は
'
別

の
機
会
を
期
し
た
い
.
)
そ
こ
に
'
「
L
o
o
s
e
s
e
n
t
e
n
c
e
の
音
楽
的
な
流
動
」

を
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

森
田
思
軒
の
批
評
力
に
つ
い
て
は
、
徳
富
蘇
峰
翁
が
、
か
つ
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

余
は
文
壇
の
批
評
家
と
し
て
、
最
も
思
軒
居
士
に
稚
服
す
'
思
軒
言
は
ず
'

言
へ
ば
往
々
に
し
て
中
る
。
思
軒
の
頭
脳
は
'
規
に
し
て
敏
'
精
に
し
て

明
。
思
軒
は
大
体
に
迫
ず
、
時
勢
に
通
ず
、
故
に
其
の
言
、
文
人
迂
蘭
の
恨

味
な
し
。

思
軒
の
文
章
は
'
及
ぶ
可
し
。
其
の
会
話
は
及
ぶ
可
ら
ず
。

恩
軒
の
眼
孔
は
'
芭
ち
に
事
物
の
根
底
を
射
る
。
忠
邦
は
1
種
の
前
党
力
あ

り
0思

軒
は
到
底
創
作
家
に
あ
ら
ず
'
到
底
数
で
こ
な
す
的
の
作
家
に
あ
ら
ず
。

思
軒
の
悶
訳
は
、
余
り
に
念
入
り
過
ぎ
て
、
却
て
粘
皮
の
痕
あ
り
0

思
軒
の
文
苛
は
'
字
崇
へ
句
鋲
O
恰
も
　
き
竹
を
以
て
'
建
仁
寺
垣
を
結
び

た
る
が
如
し
。

批
評
家
と
し
て
'
二
の
欠
点
は
、
恩
軒
の
博
覧
浩
聞
な
ら
ざ
る
に
あ
り
。

思
軒
は
林
酉
仲
沢
の
批
評
家
に
あ
ら
ず
'
金
聖
嘆
派
の
批
評
家
な
り
。
唯
だ

彼
が
如
-
'
葛
も
牽
強
附
会
な
ら
ざ
る
の
み
。

思
軒
若
し
漢
字
の
素
養
に
匹
敵
す
可
き
'
欧
文
の
素
養
を
以
て
せ
ば
、
其
の

進
境
如
何
ぞ
や
。

思
軒
は
誠
に
於
て
、
近
世
思
想
を
解
得
す
、
学
に
於
て
は
未
だ
し
。

思
軒
の
学
は
漢
七
欧
三
'
若
し
之
を
用
倒
せ
ば
'
恐
ら
く
は
今
日
の
思
軒
に

あ
ら
じ
。

M
i

思
軒
の
小
説
は
、
御
姫
様
が
味
噌
越
提
げ
て
'
豆
腐
買
に
赴
く
風
情
あ
り
。

思
軒
の
文
は
、
淡
中
珊
昧
あ
り
。
鍛
練
の
文
、
1
字
'
1
精
神
。
故
に
思
軒

多
く
作
ら
ず
。

余
は
思
軒
少
時
の
文
を
愛
読
し
た
り
き
、
気
煩
あ
り
、
高
興
あ
り
。
其
の
北

京
紀
行
の
如
き
'
欧
洲
通
信
の
如
き
、
殆
ん
ど
寓
目
せ
ざ
る
も
の
な
し
。

『
填
及
原
頭
夕
照
崩
』
の
句
を
記
憶
し
た
り
、
今
や
其
の
前
後
を
忘
れ
ぬ
。

(
「
思
軒
全
集
」
巻
T
へ
明
治
4
0
年
5
月
1
日
へ
金
尾
文
捌
堂
、
六
-
七

ペ
)

こ
れ
は
、
明
治
二
八
年
初
冬
の
交
、
森
田
思
軒
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
い

う
。
思
軒
の
批
評
家
と
し
て
の
特
性
が
鋭
-
近
攻
さ
れ
て
い
る
。

新
井
白
石
の
文
章
、
な
か
ん
ず
-
そ
の
散
文
に
つ
い
て
は
、
桑
原
武
夫
氏



が
、
そ
の
論
考
「
日
本
の
百
科
仝
書
家
新
井
白
石
」
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
和
歌
・
俳
W
.
l
が
日
本
文
芸
の
主
流
と
慰
定
さ
れ
て
お
り
へ
ま
た
事
尖
紫
式

部
・
西
鶴
・
芭
蕉
以
来
'
主
流
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
'
こ
ん
に
ち
で
も
文
学

と
言
え
ば
'
散
文
の
場
合
で
も
、
そ
の
系
統
の
も
の
を
考
え
る
傾
向
が
l
椴

に
'
と
く
に
国
文
学
界
に
は
強
く
残
っ
て
い
る
.
し
た
が
っ
て
'
た
と
え
ば

『
典
の
細
道
』
　
『
幻
住
臆
の
記
』
な
ど
の
詩
的
散
文
が
賛
美
さ
れ
る
こ
と
は
毎

度
の
こ
と
で
あ
る
が
'
新
井
白
石
の
散
文
の
美
し
さ
に
言
及
さ
れ
た
の
を
見
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
.
通
俗
的
な
分
類
を
す
れ
ば
、
文
章
に
は
女
性
的
散
文

と
男
性
的
散
文
と
が
あ
る
。
そ
の
一
方
の
み
を
賛
美
す
る
こ
と
は
'
日
本
文
化

の
将
来
の
た
め
に
適
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
を
好
む
か

は
'
究
極
に
お
い
て
趣
味
の
問
題
で
は
あ
る
が
へ
　
そ
の
前
提
に
立
っ
て
言
え

ば
'
私
は
、
『
折
り
た
-
柴
の
記
』
　
『
吉
翰
譜
』
な
ど
の
名
文
は
、
そ
の
簡
潔
・

雄
勤
さ
に
お
い
て
、
日
本
散
文
史
上
の
誇
り
と
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
。一

般
に
女
性
的
散
文
の
名
手
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
谷
崎
潤
一
郎
が
、
『
折
り

た
く
柴
の
記
』
　
『
読
史
余
論
』
　
『
落
翰
譜
』
の
文
章
を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
を

読
者
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
'
白
石
が
ロ
ー
マ
か
ら
は
る
ば
る
キ
-
ス
ト
教
を
ひ
ろ
め
に
日
本
に
た

ど
り
つ
い
た
シ
ド
ッ
チ
を
尋
問
し
た
『
西
洋
紀
聞
』
中
の
1
節
を
引
い
て
み
よ

T
O

『
男
子
が
国
命
を
う
け
て
万
里
の
旅
に
出
る
。
1
身
を
顧
み
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
.
し
か
し
'
お
ま
え
の
母
は
す
で
に
年
老
い
、
お
寺
乙
の
兄
も

ま
た
年
は
す
で
に
壮
年
で
は
あ
り
え
ま
い
。
お
ま
え
は
心
中
こ
の
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
思
う
の
か
と
尋
ね
る
と
、
し
ば
ら
く
答
え
る
こ
と
も
な
く
、
憂
い
を
う

か
べ
て
、
か
ら
だ
を
さ
す
り
つ
つ
答
え
た
O
は
じ
め
、
1
回
の
推
挙
と
師
の
命

令
を
う
け
て
か
ら
、
な
ん
と
し
て
も
そ
の
命
令
を
こ
の
日
本
に
お
い
て
迂
成
し

よ
う
と
思
う
は
か
に
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
年
老
い
た
母
も
兄
も
ま
た
'
私
の

今
回
の
試
み
は
'
教
え
の
た
め
、
同
の
た
め
'
こ
れ
以
上
の
し
あ
わ
せ
は
な
い

と
喜
び
あ
っ
て
-
れ
ま
し
た
。
し
か
し
'
こ
の
か
ら
だ
の
す
べ
て
は
、
父
母
兄

弟
の
分
身
で
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
身
の
生
き
て
い
る
か
ぎ
り

は
'
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
'
と
答
え
た
』

私
は
、
こ
の
よ
う
に
餌
按
に
し
て
桔
深
-
'
正
を
達
す
る
も
の
を
名
文
と
言

う
べ
き
だ
と
思
う
。

つ
ぎ
に
谷
崎
潤
一
郎
が
推
賞
し
、
か
つ
鑑
失
し
て
い
る
『
藩
翰
譜
』
か
ら
一

文
を
掲
げ
よ
う
。
こ
れ
は
巻
四
、
本
多
平
八
郎
忠
勝
の
事
跡
中
、
長
久
手
の
戦

い
を
叙
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
文
は
私
の
現
代
語
訳
よ
り
う
ま
み
の
あ
る
も

の
と
御
承
知
ね
が
い
た
い
o

『
天
正
十
二
年
四
月
九
日
ひ
る
ご
ろ
'
犬
山
の
か
な
た
へ
長
久
手
の
あ
た
り

で
、
徳
川
殿
と
治
過
し
て
味
方
敗
戦
と
秀
吉
の
陣
に
伝
え
て
き
た
の
で
、
秀
吉

大
い
に
怒
っ
て
'
『
気
が
か
り
な
こ
と
だ
、
秀
吉
が
出
向
い
て
戦
お
う
へ
は
じ

め
か
ら
こ
こ
の
要
害
を
守
っ
て
い
た
者
は
そ
の
ま
ま
よ
く
守
れ
、
そ
の
ほ
か
の

軍
兵
は
1
騎
残
ら
ず
つ
い
て
こ
い
』
と
陣
々
に
ふ
れ
ま
わ
る
。
馬
を
ひ
っ
立

て
'
鎧
を
な
げ
か
け
、
か
ぶ
と
を
つ
け
る
あ
い
だ
に
'
大
将
軍
の
陣
で
只
を
吹

き
な
ら
し
た
の
で
、
先
陣
が
は
や
出
立
す
る
。

秀
吉
の
旗
を
門
の
外
に
お
し
立
て
た
.
二
番
手
、
三
番
手
と
つ
づ
い
て
、
十

六
番
手
ま
で
山
降
し
た
の
で
'
秀
吉
は
楽
田
を
う
ち
立
ち
、
長
久
手
さ
し
て
馬

を
走
ら
す
。
後
詰
め
は
な
お
引
き
も
き
ら
な
い
。
本
多
平
八
郎
忠
勝
は
、
こ
の

と
き
小
牧
の
後
陣
に
と
ど
ま
っ
て
守
っ
て
い
た
が
、
こ
の
し
ら
せ
を
聞
い
て
、

け
さ
か
ら
の
戦
い
に
味
方
は
疲
れ
た
に
相
違
な
い
。
馳
せ
加
わ
っ
て
先
陣
し
よ



う
と
、
手
勢
を
1
つ
に
ひ
き
分
け
、
な
か
ば
は
と
め
お
い
て
こ
こ
を
守
ら
せ
、

騎
兵
・
歩
兵
三
百
人
で
三
隊
を
つ
-
り
、
敵
の
大
勢
と
道
を
平
行
し
て
駈
け
て

ゆ
く
う
ち
に
へ
そ
の
間
隔
は
四
、
五
町
に
す
ぎ
な
-
な
っ
た
。
そ
れ
以
上
射
撃

距
離
が
近
づ
い
た
と
き
は
'
足
軽
ど
も
に
命
令
し
て
鉄
砲
を
射
ち
か
け
射
ち
か

け
、
静
か
に
属
を
走
ら
せ
た
o

こ
の
と
き
'
永
井
与
次
郎
は
荒
馬
を
乗
り
そ
こ
ね
て
訴
馬
し
た
の
で
、
馬
は

と
び
上
が
り
と
び
上
が
り
、
敵
に
向
か
っ
て
走
り
去
っ
た
。
永
井
が
そ
れ
を
追

い
か
け
て
ゆ
く
0
忠
勝
じ
っ
と
見
す
え
、
1
担
あ
て
て
馬
を
走
ら
せ
、
永
井
を

馳
せ
抜
き
、
敵
の
な
か
に
と
び
こ
ん
で
'
そ
の
馬
を
取
り
戻
し
、
永
井
を
乗
せ

て
帰
っ
て
い
っ
た
。
秀
吉
の
兵
隊
た
ち
が
、
憎
い
は
き
ょ
う
の
本
多
の
ふ
る
ま

い
、
馳
せ
よ
っ
て
蹴
ち
ら
し
て
通
ろ
う
と
言
っ
た
が
'
秀
吉
は
あ
く
ま
で
制
御

し
て
'
竜
泉
寺
に
到
着
し
た
』

『
平
家
物
語
』
　
『
太
平
記
』
な
ど
の
む
か
し
は
知
ら
ず
'
穂
川
期
に
な
っ
て

か
ら
、
静
坐
し
て
'
あ
る
い
は
散
策
し
っ
つ
静
か
に
風
景
を
眺
め
る
文
章
は
き

わ
め
て
多
い
が
、
人
間
の
行
動
の
放
し
さ
を
動
的
に
書
い
た
文
章
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
白
石
の
文
章
は
へ
そ
の
例
外
を
な
す
も
の
と
亭
っ
こ
と

が
で
き
よ
う
。
十
三
巻
に
お
よ
ぶ
『
音
翰
譜
』
は
百
余
日
で
古
き
あ
げ
ら
れ

た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
思
わ
せ
る
速
筆
だ
が
、
こ
の
速
筆
性
が
簡
潔
な
名
文
の

誕
生
と
関
係
す
る
こ
と
は
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
の
大
小
説
家
と
1
脈
相
通
じ
る

も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
」
　
(
日
本
の
名
著
1
5
「
新
井
白
石
」

昭
和
4
4
年
6
月
1
0
日
へ
中
央
公
論
社
刊
、
三
六
⊥
二
八
ぺ
)

こ
こ
で
は
'
新
井
白
石
の
散
文
の
独
自
性
・
特
質
が
指
摘
さ
れ
、
強
制
さ
れ

ヽ
ヽ

て
、
い
る
。
桑
原
武
夫
氏
の
発
見
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
'
そ
こ
に
は
あ
る
。

白
石
の
散
文
が
わ
が
国
の
文
章
史
の
上
か
ら
、
全
体
的
に
論
じ
ら
れ
、
か
つ
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
'
白
石
の
「
折
た
-
柴
の
記
」
の
文
章
批
評
は
、

い
-
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
。
新
井
白
石
の
研
究
者
宮
崎
迅
生
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
引
用
・
紹
介
を
さ
れ
て
い
る
。

「
本
書
が
国
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
国
語
国
文
学

者
の
意
見
に
よ
れ
ば
'
そ
の
文
体
は
一
家
の
凪
を
な
し
て
は
い
る
も
の
の
'
新

古
雅
俗
相
混
じ
て
必
ず
し
も
上
々
と
は
い
い
が
た
い
と
の
事
で
あ
る
0
例
え

ば
、
林
整
臣
民
は
'
序
文
に
『
外
ざ
ま
の
人
の
見
る
べ
き
も
の
に
も
あ
ら
ね

ば
、
こ
と
ば
の
つ
た
な
き
を
も
、
事
の
わ
づ
ら
は
し
き
を
も
え
ら
ぶ
べ
L
や

は
』
と
あ
る
の
を
引
い
て
'
『
素
よ
り
句
勢
文
飾
に
意
無
く
へ
偏
に
子
孫
の
為

に
親
へ
祖
先
の
在
り
し
事
の
実
践
を
家
に
遺
し
伝
へ
ん
と
て
唯
だ
そ
の
日
の
あ

た
り
'
見
る
が
如
く
頁
を
酎
-
を
旨
と
し
'
事
実
に
辺
は
ざ
る
を
主
と
し
て
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

筆
の
勢
に
打
ち
任
か
せ
た
り
し
も
の
な
り
.
』
と
い
い
へ
　
『
故
に
稚
き
筆
づ
か

ヽ

　

　

　

ヽ

1

1

1

、

1

1

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ひ
、
は
た
語
格
文
法
の
誤
謬
、
す
く
な
し
と
せ
ざ
れ
ど
'
天
首
桝
田
投
の
筆
・
S
3
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

障
る
非
凡
奇
絶
、
作
文
の
模
範
と
し
て
価
値
あ
り
。
文
勢
へ
雅
俗
の
二
体
を
折

、

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

衷
し
、
一
家
の
凪
を
な
せ
る
者
の
如
し
。
』
　
(
『
折
た
く
柴
の
記
講
義
』
)
.
と

い
わ
れ
へ
ま
た
内
海
弘
蔵
氏
も
、
文
体
に
つ
い
て
『
こ
の
書
の
文
章
は
'
全
篇

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

1

1

1

1

、

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を
通
じ
て
、
出
古
文
調
の
雅
文
で
あ
る
が
'
そ
の
後
半
は
前
半
と
や
や
休
を
R
,

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
し
て
、
む
し
ろ
時
文
調
の
も
の
で
あ
る
』
と
い
い
、
と
く
に
擬
古
文
調
に
つ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
て
は
、
『
既
に
1
般
に
文
学
史
家
の
指
摘
が
あ
る
や
う
に
、
そ
の
古
語
の
用

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

1

　

　

　

1

　

1

　

、

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ゐ
ざ
ま
も
正
確
で
な
-
、
そ
の
古
文
脈
を
ま
ね
た
所
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
お
ぼ
つ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

か
な
い
所
が
あ
る
と
い
ふ
理
を
残
し
て
ゐ
る
』
と
評
し
'
し
か
し
て
そ
の
筆
致

に
つ
い
て
は
、
『
さ
す
が
に
一
代
の
巨
匠
の
肇
に
な
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は

ま
た
お
の
づ
か
ら
へ
そ
の
気
品
の
凡
な
ら
ざ
る
も
の
を
'
し
の
ば
せ
る
に
足
り

る
と
も
い
ふ
べ
き
筆
致
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
』
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
'

単
に
文
事
そ
の
も
の
の
上
か
ら
い
え
ば
、
そ
う
す
ぐ
れ
た
文
茸
と
は
い
い
得
な



か
ろ
う
が
'
内
容
と
併
せ
い
え
ば
巨
人
白
石
の
面
影
を
し
の
ぶ
に
足
る
も
の
が

あ
り
、
簡
潔
通
勤
な
筆
致
を
も
つ
藩
翰
譜
に
比
す
れ
ば
、
こ
の
古
の
文
章
は
優

雅
で
は
.
あ
る
が
'
や
や
冗
.
E
B
の
弊
に
陥
っ
て
い
る
憾
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
　
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
0
　
〔
『
近
代
名
家
文
集
』
の

解
説
〕
」
　
(
宮
崎
迅
生
著
「
定
本
折
た
-
柴
の
記
釈
義
」
、
昭
和
3
9
年
6
月
l

日
、
至
文
堂
刊
へ
　
三
五
-
三
六
ペ
)

こ
.
こ
に
は
'
林
琵
臣
・
内
海
弘
蔵
両
氏
の
批
評
・
評
価
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
国
語
・
回
文
専
攻
の
学
者
と
し
て
'
さ
す
が
に
鋭
い
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
白
石
の
文
章
の
性
格
が
的
確
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
′

宮
崎
退
生
氏
は
、
「
折
た
-
柴
の
記
」
に
つ
い
て
'
「
本
書
は
、
明
治
に
入

り
上
梓
さ
れ
て
か
ら
は
、
非
常
に
多
く
の
読
者
を
も
ち
'
明
治
三
十
年
代
に
は

第
一
級
の
代
表
的
日
本
人
と
し
て
異
常
な
崇
拝
を
か
ち
え
て
い
た
よ
う
で
、
従

っ
て
当
時
、
青
壮
年
で
あ
っ
た
人
々
に
は
本
苔
は
故
も
親
し
い
書
物
の
1
つ
で

あ
る
よ
う
で
あ
る
O
」
　
(
同
上
書
、
「
仔
」
、
1
ペ
)
と
述
べ
へ
さ
ら
に
、
そ

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

の
文
章
に
つ
い
て
、
「
本
吉
の
平
易
と
達
意
と
簡
潔
(
撰
学
的
教
養
が
然
ら
し

め
た
)
と
を
か
ね
た
文
章
は
、
と
-
に
明
治
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
理
由
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
吉
が
文
学
的
に
見
て
も
傑
作
と
称
せ
ら
れ
る
に
つ

い
て
は
、
白
石
が
当
時
に
お
け
る
、
い
な
江
戸
時
代
全
期
を
通
じ
て
の
第
1
級

'
の
詩
人
で
満
っ
た
と
い
う
1
面
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
O
行
文
の
流

暢
遊
動
、
表
現
の
凱
切
'
情
景
描
写
の
巧
妙
等
々
は
'
偶
然
に
し
て
そ
う
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
殊
に
上
巻
(
引
用
者
注
'
『
折
た
く
柴
の
記
』
　
の
上

巻
。
)
　
に
示
さ
れ
た
彫
塑
的
な
筆
致
は
、
き
わ
め
て
魅
力
的
で
あ
っ
て
'
鴎
外

な
ど
が
本
吉
を
重
視
し
た
の
も
尤
も
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
(
同
上

哲
、
四
六
ペ
)
と
し
る
し
て
い
る
O

1
方
'
森
田
思
軒
の
P
R
.
森
田
苛
三
郎
は
、
そ
の
兄
の
文
章
の
苦
心
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
'
柳
田
束
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
引
き
つ
つ
、
左
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
た
。

「
そ
れ
だ
け
に
文
章
に
苦
心
し
た
こ
と
も
は
な
は
だ
し
-
、
そ
の
一
端
は
後

藤
市
外
編
の
『
唾
玉
集
』
中
の
『
苦
心
談
』
に
も
見
え
て
い
る
が
、
章
三
郎
氏

も
こ
う
語
っ
て
い
る
。

翻
訳
に
は
随
分
骨
を
折
っ
た
C
先
づ
1
応
走
り
読
み
し
た
上
、
若
し
讃
か

ili

れ
て
居
る
事
が
現
代
で
無
い
な
ら
ば
、
共
時
代
の
歴
史
を
1
寸
見
る
。
そ
し

て
只
事
の
あ
っ
た
場
所
の
地
理
古
を
見
る
O
そ
れ
か
ら
翻
訳
に
か
か
る
。

翻
訳
に
当
り
て
は
訳
語
に
苦
労
す
る
の
み
な
ら
ず
'
文
章
に
凝
る
。
明
治

の
文
士
は
頼
山
陽
の
所
謂
文
章
報
国
の
観
念
が
あ
っ
た
。
殊
に
恩
軒
は
甚
だ

し
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
私
が
同
志
社
に
居
た
頃
先
輩
に
'
抑
も
文
章
の
巧

拙
と
は
何
を
標
準
に
す
る
か
'
一
体
日
常
文
例
え
ば
新
聞
体
の
文
章
で
は
誰

を
1
番
巧
い
と
す
る
か
、
と
問
ふ
な
ら
へ
そ
れ
は
君
の
兄
m
H
の
思
軒
で
は
な

マ
マ

い
か
、
と
い
ふ
た
。
文
章
の
如
き
は
時
代
の
好
尚
に
よ
り
て
変
化
す
る
も
の

で
'
今
日
思
軒
文
を
以
て
名
文
だ
と
い
っ
て
も
人
は
承
知
せ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ

が
、
当
時
ま
で
は
ま
だ
旧
幕
時
代
の
漢
字
万
能
、
漢
学
至
上
の
朝
会
が
残
存

し
、
漢
字
駆
使
を
以
て
文
章
の
第
1
義
と
し
た
も
の
で
あ
る
0
此
点
よ
り
云

え
ば
思
軒
の
文
は
文
章
界
の
第
1
高
峯
の
1
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
江
兆
民

の
『
1
年
有
半
』
の
内
で
二
ヶ
所
ま
で
も
忠
軒
の
文
に
語
が
及
ん
で
居
る

(
以
上
『
古
物
展
覧
』
七
ノ
十
二
号
)
.

正
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
明
治
前
半
の
文
章
趣
味
か
ら
い
え
ば
、
思
軒
の

文
章
は
　
(
翻
訳
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
随
筆
雑
録
の
文
章
に
お
い
て
)
明
治
文

章
界
の
壁
尚
峯
に
立
つ
i
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
」
　
(
「
明
治
初
期
翻

訳
文
学
の
研
究
」
へ
昭
和
3
6
年
9
月
1
5
日
'
春
秋
社
刊
'
「
森
田
思
秤
伝
記



稿
」
＼
四
三
六
ペ
)

明
治
前
半
期
の
文
章
趣
味
か
ら
い
え
ば
、
森
口
思
軒
の
文
章
は
、
垂
口
仙
峰
に

立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
章
力
を
持
す
る
森
田
思
軒
に
し
て
、

よ
く
白
石
の
「
折
た
く
柴
の
記
」
の
前
掲
文
章
(
「
父
の
苦
諌
」
の
条
)
　
の
妙

味
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
期
に
お
い
て
'
新
井
白
石

の
文
章
が
重
視
さ
れ
、
愛
読
さ
れ
た
こ
と
も
'
白
石
と
恩
軒
と
の
出
あ
い
を
可

能
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

前
掲
「
折
た
く
柴
の
記
」
の
文
嚢
中
、
「
ま
た
t
　
の
た
ま
ひ
出
す
事
も
な

く
'
我
も
ま
た
申
す
事
も
な
く
て
さ
ふ
ら
ふ
ほ
ど
に
t
　
や
ゝ
あ
り
て
両
に
蚊
の

集
り
ぬ
る
に
逐
ふ
べ
L
と
の
た
ま
ひ
し
は
ど
に
'
跡
を
動
か
し
け
れ
ば
、
血
に

飽
き
て
胡
茄
子
の
ど
と
-
な
り
し
蚊
の
六
つ
七
つ
は
ら
}
/
1
と
地
に
墜
ち
し

を
'
懐
の
紙
と
り
出
し
て
、
つ
1
み
て
袖
に
し
て
さ
ふ
ら
ふ
。
」
と
あ
る
と
こ

ヽ
ヽ

ろ
、
と
く
に
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
血
を
吸
い
飽
き
た
蚊
が
ぐ
み
の
よ
う
に
な

っ
て
は
ら
は
ら
と
地
に
墜
ち
る
さ
ま
を
'
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
写
し
出
し
て
い

る
。垣

内
松
三
先
生
が
、
「
形
の
見
え
る
文
」
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
'
新
井

白
石
の
「
折
た
く
柴
の
記
」
の
前
掲
文
章
を
挙
げ
ら
れ
た
の
は
'
「
緩
や
か
な

る
叙
述
の
進
行
の
上
に
'
作
者
の
意
識
」
の
流
動
の
う
か
が
わ
れ
る
適
例
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
森
田
思
軒
に
よ
る
触
発
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
垣

を
し
て
常
に
わ
れ
知
ら
ず
心
の
底
よ
り
送
り
出
づ
る
天
真
の
独
語
た
ら
し
め

よ
。
か
-
て
そ
は
如
何
ば
か
り
美
ほ
し
く
且
力
あ
る
べ
き
。

*
v
.
<
-
j
-
s
.
s
J
G
癖
-
'
^
^
-
J
 
i
-
サ
j
-
f
:
た
き
蝣
」
.
'
へ
し
　
　
　
　
　
　
に
あ
ま
る
思
m
ポ

祈
あ
り
。
1
言
の
祈
あ
り
。
千
万
言
の
祈
あ
り
.
吾
闘
向
上
の
祈
あ
り
.
感
謝

平
和
の
祈
あ
り
。
す
べ
て
1
W
心
よ
り
山
づ
る
も
の
は
暦
祈
也
.

密
室
の
祈
も
と
よ
り
よ
し
。
堂
々
た
る
天
下
の
広
居
に
立
ち
て
億
兆
民
衆
と

倍
に
1
心
の
誠
を
天
地
の
大
富
に
聴
え
ま
つ
る
の
祈
に
至
り
て
は
、
崇
高
の
こ

～
ろ
極
れ
る
か
な
o
　
(
綱
島
梁
川
)
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
1
二
1
ペ
)

右
の
綱
島
梁
川
の
文
　
は
、
そ
の
著
「
回
光
録
」
　
(
大
正
1
4
年
6
月
1
2
日
、

春
秋
社
刊
'
初
版
は
明
治
4
 
0
年
か
.
)
　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
「
断
光
録
」
の

中
の
〓
州
で
あ
っ
て
、
「
祈
蒔
」
と
い
う
題
下
に
古
か
れ
て
い
る
0
た
だ
し
、

原
文
で
は
'
最
初
の
段
落
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
o

或
は
日
く
、
院
想
は
独
語
也
と
、
加
へ
て
日
は
む
'
独
語
は
祈
禰
也
と
。
祈

商
を
し
て
常
に
わ
れ
知
ら
ず
心
の
底
よ
り
辺
り
山
づ
る
天
真
の
独
語
た
ら
し
め

7

内
松
三
先
生
の
文
章
把
握
力
の
非
凡
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
垣
内
松
三
先
生
は
'
「
形
の
見
え
る
文
」
の
例
の
二
つ
め
を
'
左

の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
た
。

或
は
日
く
院
恋
は
独
語
也
と
。
加
へ
て
日
は
む
'
独
語
は
祈
栢
也
と
。
祈
煎

よ
'
か
-
て
そ
は
如
何
ば
か
り
菜
は
し
く
も
且
つ
力
あ
る
べ
き
.
か
く
は
い
ヘ
ビ
、

予
は
又
か
の
一
切
の
様
式
的
器
械
的
職
業
的
祈
稿
を
排
す
と
謂
ひ
て
、
放
心
憤

怒
へ
党
に
祈
伝
の
i
E
:
(
凪
光
に
参
じ
得
ず
し
て
巳
む
も
の
あ
ら
ん
を
悲
し
む
。
形

式
の
祈
両
、
時
に
吾
人
を
導
い
て
迅
交
の
典
孤
に
参
ぜ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
か

の
始
め
は
幾
ん
ど
鰯
悲
義
へ
器
械
的
に
称
名
念
仏
す
る
も
の
が
、
声
々
次
罪
に

光
明
を
帯
び
、
精
彩
を
著
け
来
た
り
て
、
T
念
い
つ
し
か
打
成
一
片
の
信
三
昧

地
に
捉
入
す
る
こ
と
あ
る
の
理
を
想
ふ
べ
し
.

(
同
上
苔
、
六
T
ペ
)



右
の
傍
線
部
以
下
は
'
「
同
語
の
力
」
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
省
略
さ

れ
て
'
す
ぐ
つ
ぎ
の
二
.
 
・
三
の
段
落
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0
作
者
の
意

識
の
流
動
を
見
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
原
文
の
ま
ま
、
省
略
を
し
な
い
で
'

意
識
の
流
動
を
感
受
し
看
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
し
か
し
、
右
の
文
章
で

は
、
第
1
段
落
の
後
半
が
省
か
れ
て
い
る
。
二
・
三
段
落
の
文
章
の
流
れ
と
第

1
段
落
の
そ
れ
と
を
均
衡
の
と
れ
た
も
の
と
し
て
並
べ
る
た
め
に
は
、
第
1
段

落
の
後
半
に
、
い
く
ら
か
冗
長
の
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
-
　
右

の
文
章
(
「
祈
甫
」
)
は
'
明
治
三
十
九
年
二
月
の
作
と
お
も
わ
れ
る
.

さ
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
前
掲
の
綱
島
梁
川
の
文
章
に
つ
い
て
、
「
こ
の

文
に
硯
は
れ
た
る
意
識
の
流
れ
は
、
と
こ
ろ
ん
.
ー
に
止
ま
り
て
は
ま
た
流
れ
出

づ
る
形
と
し
て
現
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
句
の
終
る
と
こ
ろ
に
、
深
い
停

音
を
味
読
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
透
し
て
作
者
の
深
遠
な
る
体
験
の
姿
を
見
る

で
あ
ろ
う
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
1
二
T
～
1
二
二
ペ
)
と
述
べ

ら
れ
、
独
自
の
読
み
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
意
識
の
流
動
に
即
し

て
、
「
そ
の
句
の
終
る
と
こ
ろ
に
'
深
い
停
音
を
味
読
す
る
な
ら
ば
」
と
い

う
、
停
音
味
読
諭
は
'
や
は
り
垣
内
松
三
先
生
の
読
み
と
り
の
平
浅
で
な
か
っ

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

「
句
の
終
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
句
点
(
0
)
の
う
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
解

し
う
る
と
す
れ
ば
.
梁
川
の
原
文
の
句
読
点
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

祈
　
両

頭
は
日
-
、
隈
想
は
独
語
也
と
'
加
へ
て
日
は
む
、
独
語
は
祈
雨
也
と
O
祈

両
を
し
て
常
に
わ
れ
知
ら
ず
心
の
底
よ
り
送
り
出
づ
る
天
頁
の
独
語
た
ら
し
め

よ
'
か
く
て
そ
は
如
何
ば
か
り
美
は
し
-
'
且
つ
力
あ
る
べ
き
。
(
後
略
)

無
念
無
想
の
祈
あ
り
へ
言
ひ
が
た
き
掛
き
の
祈
あ
り
'
涙
に
余
る
思
慕
の
祈

あ
り
、
三
口
の
祈
あ
り
へ
千
万
言
の
祈
あ
り
、
奮
間
向
上
の
祈
あ
り
、
感
謝
平

安
の
祈
あ
り
.
す
べ
て
真
心
よ
り
出
づ
る
も
の
は
皆
祈
也
。
・

密
室
の
祈
も
と
よ
り
よ
し
、
堂
々
た
る
天
下
の
広
居
に
立
っ
て
、
億
兆
民
衆

と
借
に
一
心
の
誠
を
天
地
の
大
霊
に
聴
こ
え
ま
つ
る
の
折
に
至
り
て
は
、
崇
高

の
こ
1
ろ
極
ま
れ
る
か
な
O
　
(
同
上
諾
、
六
一
-
六
二
ペ
)

右
の
原
文
で
は
'
読
点
(
,
)
が
か
な
り
多
-
使
わ
れ
て
い
て
、
句
点

(
0
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
を
ひ
き
し
め
る
か
の
よ
う
に
う
た
れ
て
い
る
。
そ

の
面
で
は
'
「
同
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
の
句
読
点
の
う
ち
か
た

と
、
こ
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
作
者
(
梁
川
)
　
の
意
識
の
流
れ

と
息
づ
か
い
と
は
、
微
妙
な
ち
が
い
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
厳
密
に
い

え
ば
'
垣
内
松
三
先
生
み
ず
か
ら
言
わ
れ
る
、
「
そ
の
句
の
終
る
と
こ
ろ
に
'

深
い
停
音
を
味
読
す
る
」
へ
　
そ
の
味
読
の
し
か
た
に
も
か
か
わ
り
を
も
っ
て
-

る
0
　
-
　
「
国
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
事
と
梁
川
の
原
文
と
の
問
に

は
、
そ
う
し
た
句
読
点
の
う
ち
か
た
の
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

S
E
Sこ

こ
で
'
垣
内
松
三
先
生
が
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
文
章
例
は
、
前
掲
「
祈

蔭
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
、
「
自
然
」
と
い
う
の
に
も
兄
い
だ
さ
れ

る
。

自
　
蝣
f
t
-
'
;

春
は
歌
ひ
'
夏
は
働
き
、
秋
は
考
へ
'
冬
は
徹
す
O
撤
し
て
而
し
て
歌
ひ
'

歌
う
て
而
し
て
働
き
、
働
き
て
而
し
て
考
へ
、
考
へ
て
而
し
て
徹
す
。
大
河
の

水
と
流
れ
'
焚
書
の
研
き
と
続
き
て
'
1
気
質
穿
'
自
琵
し
ば
ら
-
も
息
ま
ざ

5
,
ぷ
き

る
も
の
'
是
れ
　
「
自
然
」
　
て
ふ
大
い
な
る
霊
魂
の
呼
吸
に
あ
ら
ず
や
O

歌
ふ
や
充
実
す
、
春
潮
洋
々
た
り
0
働
-
や
充
実
す
、
夏
雲
満
々
た
り
.
翠



ふ
る
や
充
実
す
、
秋
の
野
に
千
里
空
明
の
概
念
平
か
に
'
徹
す
る
や
充
実
す
、

冬
の
空
に
淫
媒
実
相
の
姿
円
か
な
り
。

i
;
ぐ

自
然
の
運
行
は
歩
々
節
々
悉
く
充
実
し
て
'
1
瞬
や
が
て
三
世
を
渦
ま
き
出

る
。
「
古
池
」
に
「
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
は
、
声
々
や
が
て
久
遠
に
響
き
連

ら
な
る
転
法
輪
に
あ
ら
ず
や
o
蔦
飛
び
、
魚
躍
り
へ
風
吹
き
、
水
流
る
、
自
然

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

の
何
物
か
'
こ
れ
7
気
の
充
実
な
ら
ざ
る
0
充
実
は
即
ち
誠
也
へ
誠
は
即
ち
天

0

　

0

　

°

　

0

　

0

地
の
大
悦
也
。

神
を
信
ず
る
も
の
は
人
を
信
じ
'
人
を
信
ず
る
も
の
は
「
自
然
」
を
信
ず
。

お
も
て

か
-
て
我
等
は
熱
き
涙
を
頑
石
の
面
に
潤
ぎ
、
優
さ
し
き
念
ひ
を
荒
海
の
胸
に

抱
く
を
得
る
な
り
。
(
同
上
「
同
光
録
」
へ
六
〇
ペ
)

こ
こ
に
も
ま
た
へ
梁
川
の
文
章
に
お
け
る
作
者
の
意
識
の
流
動
を
う
か
が
う

て
と
が
で
き
よ
う
.
か
た
ち
の
上
か
ら
は
'
前
掲
「
祈
蒔
」
よ
り
も
整
っ
て
い

る
。
垣
内
松
三
先
生
は
'
綱
島
契
川
の
文
章
の
特
性
(
「
文
の
形
」
)
を
、
よ

く
見
抜
い
て
い
ら
れ
た
と
い
え
る
。

-
　
綱
島
梁
川
は
ま
た
、
「
頁
理
と
人
格
の
趣
味
」
と
い
う
文
章
に
お
い

て
'
「
人
を
動
か
す
裏
理
の
底
に
は
常
に
人
あ
り
。
」
と
い
う
こ
と
'
「
真
理

て
ふ
抽
象
普
遍
の
内
容
を
包
む
に
'
人
格
の
趣
味
て
ふ
具
象
特
殊
の
詮
表
形
式

!

蝣

t

-

を
以
て
し
て
'
共
は
始
め
て
力
あ
り
、
光
輝
あ
る
全
備
の
真
理
た
る
な
り
。
」

と
述
べ
'
ま
た
'
「
人
格
の
趣
味
た
ら
ざ
る
'
人
格
の
趣
味
と
し
て
詮
表
せ
ら

れ
ざ
る
真
理
は
'
力
な
き
真
理
也
、
空
名
の
真
理
也
。
」
i
)
し
て
'
そ
の
末
尾

を
、
村
沢
諭
吉
の
「
桁
翁
百
詣
」
に
例
を
と
り
つ
つ
、
左
の
よ
う
に
結
ん
で
い

る
。

l

「
予
輩
が
『
福
翁
百
話
』
に
心
折
措
か
ざ
る
点
あ
り
と
せ
ば
、
そ
は
其
の
包

u
S
3
3

合
せ
る
真
理
そ
の
も
の
の
上
に
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
其
の
真
理
詮
表
の
姿
態
が

審
翁
て
ふ
特
殊
な
る
偉
人
櫓
の
趣
味
と
相
浦
融
し
て
、
『
福
翁
百
謂
』
是
れ
福

翁
な
る
乎
'
福
翁
是
れ
『
福
翁
百
詣
』
な
る
平
の
概
あ
る
所
に
あ
り
。
裾
翁
そ

1

"

-

'

*

'

・

.

-

 

"

-

 

'

,

 

'

-

.

 

~

　

　

'

'

・

∵

外
よ
り
貼
付
せ
ら
れ
糊
塗
せ
ら
れ
た
る
痕
を
著
け
ず
'

直
ち
に
福
翁
の
人
格
そ

の
も
の
よ
り
生

ひ
出
で
茂
り
栄
え
た
る
の
槻
あ
る
な
り
。
福
翁
一
代
の
心
の
味

を
言
ひ
あ
ら
は
し
た
る
も
の
、
や
が
て
『
福
翁
百
謡
~
』
~
d
真
理
也
　
k
J
J
J
仙

は
'
人
と
玄
理
と
合
し
て
7
た
り
.

さ
れ
ば
こ
の
古
の
T
句
1
節
を
断
ち
離
し

て
見
る
も
、
尚
は
福
翁
の
意
気
声
容
へ
祝
と
し
て
人
に
迫
り
来
た
る
も
の
あ
る

!
.
 
J
.
 
-
」
・
.
=
・
V
C
-
'
ト
蝣
^
.
B
s
i
に
い
へ
ば
t
 
i
r
f
-
a
ォ
'
r
=
]
託
』
c
J
T
-
r
F
W
は
令
r
た
V
-
誠
的
な

マ
?

り
、
平
凡
な
軒
,
俗
智
的
な
り
'
而
か
も
尚
は
そ
が
煙
波
限
り
な
き
の
趣
き
を

具
へ
て
人
を
引
著
す
る
力
あ
る
は
重
責
其
が
福
翁
て
ふ
特
殊
の
人
格
を
通
し
て

特
殊
の
詮
表
を
得
た
る
が
故
に
あ
ら
ず
や
。
そ
こ
に
は
瀕
泳
あ
り
'
体
達
あ

り
'
自
得
あ
り
へ
支
配
あ
り
'
『
福
翁
百
詔
』
　
1
岩
、
要
す
る
に
是
れ
福
翁
人

格
の
趣
味
の
詮
表
に
あ
ら
ず
や
、
結
晶
に
あ
ら
ず
や
。
是
く
の
如
く
に
し
て
平

凡
な
る
真
理
も
光
彩
を
著
け
'
旧
き
真
理
も
新
ら
し
き
力
を
拓
得
す
'
文
章
運

用
の
能
事
こ
～
に
見
る
べ
-
、
真
理
詮
蓑
の
要
訣
畢
寛
亦
こ
こ
に
あ
る
平
。

(
明
治
三
十
九
年
三
月
)
」
　
(
同
上
「
同
光
録
」
、
七
八
-
七
九
ペ
'
傍
綾
は

引
用
者
。
)

右
の
文
章
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
綱
島
梁
川
も
ま
た
、
福
沢
諭
吉
の
「
福
翁
百

詣
」
に
'
福
翁
の
意
識
の
流
動
を
見
抜
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
垣
内
松
三

先
生
の
文
章
に
お
け
る
「
形
」
の
と
ら
え
か
た
は
'
す
で
に
綱
島
梁
川
に
よ
っ

て
そ
の
ま
ま
実
践
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
'
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
井
白
石
・
綱
島
梁

川
の
文
章
例
を
掲
げ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
文
章
の
読
み
方
に
言
及
し
て
の

ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
こ
れ
等
の
文
重
訳
み
て
、
文
字
の
上
に
現
は
れ
た
る
形
を
衣
へ
る
こ
と
に



の
み
没
頭
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
、
そ
の
内
面
に
拡
が
る
作
者
の
精
神
を
透
見
し

て
、
そ
の
手
が
ゝ
り
か
ら
広
大
な
る
世
界
を
透
見
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

穏
や
か
な
文
、
き
り
つ
め
た
文
の
形
は
人
工
的
加
巧
の
上
の
問
題
で
な
い
。
そ

れ
で
な
け
れ
ば
現
わ
し
得
な
い
必
然
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
字
一
語
を

味
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
形
に
よ
り
て
の
み
現
わ
さ
れ
る
意
識
の
流

動
を
槻
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
 
L
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ
1
　
7
二
二

m

「
文
の
形
」
へ
緩
や
か
な
文
章
に
し
て
も
'
き
り
つ
め
た
文
章
に
し
て
も
'

そ
れ
は
単
に
人
工
的
か
巧
上
の
問
題
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
形
」
で
な
け
れ

ば
現
わ
し
え
な
か
っ
た
必
然
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
形
」
に
よ

っ
て
の
み
現
わ
さ
れ
る
意
識
の
流
動
を
観
取
し
、
内
面
世
界
を
透
見
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
O
文
章
表
現
の
必
然
性
に
そ
う
て
、
そ
の
一
字
T
語
を
味
わ
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
垣
内
松
三
先
生
の
「
文
の
形
」
を
と
ら
え
る
解
釈

作
用
の
と
ら
,
見
か
た
は
、
こ
こ
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
'
垣
内
松
三
先
生
は
、
「
形
の
見
え
る
文
」
の
三
つ
め
の
例
と
し

て
'
「
紫
式
部
日
記
」
か
ら
'
左
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
た
。

マ

　

マ

秋
の
け
は
ひ
の
た
つ
ま
～
に
土
御
門
殿
の
あ
り
さ
ま
に
は
て
か
た
な
-
を
か

し
。
池
の
わ
た
り
の
こ
ず
ゑ
ど
も
や
り
水
の
ほ
と
り
の
く
さ
む
ら
お
の
が
じ

し
、
色
づ
き
わ
た
り
つ
1
お
は
か
た
の
空
も
え
ん
な
る
に
も
て
は
や
さ
れ
て
ふ

だ
ん
の
御
読
経
の
こ
ゑ
7
＼
あ
は
れ
ま
さ
り
け
り
。
や
う
7
～
す
ゞ
し
き
凪
の

け
し
き
に
も
れ
い
の
た
え
せ
ぬ
水
の
お
と
な
ひ
夜
も
す
が
ら
き
ゝ
ま
が
は
さ

K
S御

前
に
も
ち
か
ふ
さ
ふ
ら
ふ
人
々
、
は
か
な
き
物
か
た
り
す
る
を
閲
こ
し
め

で
す

し
っ
ゝ
、
な
や
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
、
さ
り
け
な
し
も
て
か
く
さ

せ
給
へ
り
。

御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
い
と
さ
ら
な
る
事
な
れ
ど
'
浮
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
か
ゝ

る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
う
つ
し
心
を
ひ
き
た
が
へ
へ

た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
わ
す
る
1
に
も
か
つ
は
あ
や
し
き
。

ま
だ
夜
ふ
か
き
は
ど
の
月
さ
し
く
も
り
'
木
の
し
た
を
ぐ
ら
き
に
御
か
う

し
ま
ゐ
り
な
ぼ
や
、
女
官
は
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
じ
、
蔵
人
ま
ゐ
れ
な
ど
い
ひ
し

ら
ふ
ほ
ど
に
'
後
夜
の
か
ね
う
ち
お
ど
ろ
か
し
'
玉
だ
ん
の
御
修
法
時
は
じ
め

つ
。
我
も
く
と
う
ち
あ
け
た
る
ば
ん
そ
う
の
声
々
と
は
く
ち
か
く
き
ゝ
わ
た

さ
れ
た
る
程
お
ど
ろ
く
し
く
た
ふ
と
し
.
初
音
院
の
僧
正
ひ
ん
か
し
の
た
い
よ

り
、
二
十
人
の
伴
僧
を
ひ
き
ゐ
て
、
卸
か
ぢ
ま
ゐ
り
給
ふ
あ
し
音
、
わ
た
ど
の

の
は
し
の
と
ゞ
ろ
/
＼
と
ふ
み
な
ら
さ
る
～
さ
へ
ぞ
こ
と
-
/
＼
の
け
は
ひ
に
は
　
一

に
ぬ
。
法
住
寺
の
座
主
は
う
ま
ば
の
お
と
ゞ
'
へ
ん
ち
じ
の
僧
都
は
ふ
ど
の
な
　
1
0

ど
に
う
ち
つ
れ
た
る
浄
衣
す
が
た
ま
で
ゆ
ゑ
～
1
し
き
か
ら
は
し
ど
も
を
わ
た
一

り
つ
と
木
の
間
を
わ
け
て
か
へ
り
い
る
は
ど
も
は
る
か
に
見
や
る
ゝ
こ
ゝ
ち

し
て
あ
は
れ
な
り
。
さ
い
ざ
あ
ざ
り
も
大
ゐ
と
く
を
う
や
ま
ひ
て
こ
し
を
か
ゞ

め
た
り
。
人
々
ま
ゐ
り
つ
れ
ば
夜
も
あ
け
ぬ
(
紫
式
部
日
記
)
　
(
「
国
語
の

力
」
、
大
正
1
 
1
年
5
月
3
0
日
、
三
版
'
H
九
I
T
二
1
ペ
)

右
の
本
文
は
、
の
ち
に
、
読
点
が
多
く
う
た
れ
る
よ
う
に
な
る
。
念
の
た
め
、

左
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

秋
の
け
は
ひ
の
た
つ
ま
ゝ
に
'
土
御
門
殿
の
あ
り
さ
ま
'
い
は
ん
か
た
な
-

を
か
し
。
池
の
わ
た
り
の
こ
ず
ゑ
ど
も
'
や
り
水
の
ほ
と
り
の
-
さ
む
ら
へ
お

の
が
じ
1
色
づ
き
わ
た
り
つ
ゝ
'
お
は
か
た
の
空
も
え
ん
な
る
に
、
も
て
は
や



さ
れ
て
'
ふ
だ
ん
の
御
読
経
の
こ
ゑ
～
ぐ
・
あ
は
れ
ま
さ
り
け
り
。
や
う
く
す

ゞ
し
き
風
の
け
し
き
に
も
、
れ
い
の
た
え
せ
ぬ
水
の
お
と
な
ひ
、
夜
も
す
が
ら

き
1
ま
が
は
さ
る
。

御
前
に
も
ち
か
う
さ
ふ
ら
ふ
人
々
、
は
か
な
き
物
が
た
り
す
る
を
聞
こ
し
め

し
っ
ゝ
'
な
や
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
、
さ
り
げ
な
く
も
て
か
く
さ

せ
給
へ
り
。

御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
、
い
と
さ
ら
な
る
事
な
れ
ど
、
浮
世
の
な
ぐ
さ
め
に

は
t
か
ゝ
る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り
け
れ
と
、
う
つ
し
心
を
ば
ひ

き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
、
よ
ろ
づ
わ
す
る
～
に
も
t
　
か
つ
は
あ
や
し
き
。

ま
だ
夜
ふ
か
き
は
ど
の
月
さ
し
く
も
り
へ
木
の
し
た
を
ぐ
ら
き
に
'
卸
か
う

し
ま
ゐ
り
な
ぼ
や
へ
女
官
は
い
ま
だ
さ
ふ
ら
ほ
じ
、
蔵
人
ま
ゐ
れ
な
ど
い
ひ
し

ろ
ふ
ほ
ど
に
、
後
夜
の
か
ね
う
ち
お
ど
ろ
か
し
'
五
だ
ん
の
御
修
法
'
時
は
じ

め
つ
。
我
も
}
′
＼
と
う
ち
あ
げ
た
る
ば
ん
ぞ
う
の
声
々
、
と
は
く
ち
か
く
き
ゝ

わ
た
さ
れ
た
る
程
へ
お
ど
ろ
-
I
L
く
た
ふ
と
し
。
観
音
院
の
僧
正
'
ひ
ん
が

し
の
た
い
よ
り
、
二
十
人
の
伴
僧
を
ひ
き
ゐ
て
、
卸
か
ぢ
ま
ゐ
り
給
ふ
あ
し

音
'
わ
た
ど
の
の
は
し
の
と
ゞ
ろ
/
＼
と
ふ
み
な
ら
さ
る
～
さ
へ
ぞ
、
こ
と
と

こ
ろ
の
け
は
ひ
に
は
に
ぬ
。
法
住
専
の
座
主
は
う
ま
ば
の
お
と
ゞ
、
へ
ん
ち
じ

の
僧
都
は
、
ふ
ど
の
な
ど
に
'
う
ち
つ
れ
た
る
浄
表
す
が
た
に
て
'
ゆ
ゑ
く

し
き
か
ら
は
し
ど
も
を
わ
た
り
つ
二
木
の
問
を
わ
け
て
か
へ
り
い
る
は
ど

も
'
は
る
か
に
見
や
ら
る
1
こ
1
ち
し
て
あ
は
れ
な
り
。
さ
い
ぎ
あ
ざ
り
も
'

大
ゐ
と
く
を
う
や
ま
ひ
て
、
こ
し
を
か
ゞ
め
た
り
。
人
々
ま
ゐ
り
つ
れ
ば
夜
も

あ
け
ぬ
。
(
紫
式
部
日
記
)
　
(
「
国
語
の
力
」
、
昭
和
4
年
2
月
1
日
'
二
八

版
、
二
二
四
I
T
三
五
ペ
)

改
版
(
昭
和
3
年
6
月
2
5
日
)
を
機
に
、
活
字
を
大
き
く
し
'
右
の
よ
う
に

引
用
文
に
も
、
読
点
を
多
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
読
み
や
す
く
し
よ
う
と
の

意
図
に
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
'
右
の
「
紫
式
部
日
記
」
の
本
文
に
つ
い
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
、
ま

ず
左
の
よ
う
に
説
明
を
加
え
ら
れ
た
。

「
初
秋
の
気
が
い
つ
の
問
に
か
潜
ん
で
近
づ
い
て
来
た
。
土
御
門
殿
の
中
庭

の
光
景
な
ど
も
日
々
に
趣
が
加
は
る
。
産
前
を
見
れ
ば
'
池
の
畔
の
樹
、
水
の

辺
の
草
'
と
り
ぐ
・
に
美
し
く
彩
づ
き
、
空
は
高
く
碧
く
遵
み
て
静
か
な
秋
の

気
が
遍
-
流
れ
て
居
る
o
明
敏
な
る
感
性
を
有
す
る
作
者
の
印
象
に
は
'
音
に

も
色
に
も
光
の
印
象
に
も
、
他
の
人
々
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
細
み
が
あ

る
o
　
『
も
て
は
や
さ
れ
て
』
と
い
ふ
や
う
な
用
語
の
微
妙
さ
は
他
に
い
ひ
か
へ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ら
れ
さ
う
も
な
い
深
さ
と
渦
ひ
と
精
し
さ
と
を
含
ん
で
居
る
。
『
す
ゞ
し
き
鳳

の
け
し
き
』
も
古
来
の
註
に
あ
る
や
う
に
、
う
ち
つ
け
に
『
涼
風
』
で
は
な
く

し
て
、
『
け
し
き
』
に
耳
を
泣
ま
し
て
、
い
ろ
-
′
＼
の
物
を
吹
い
て
秋
を
鳴
い

て
居
る
雑
音
の
中
か
ら
、
銀
綿
の
や
う
に
細
く
明
か
な
音
　
-
　
遣
り
水
の
音
な

ど
が
沈
ん
で
聞
え
て
来
る
。
そ
の
昔
を
聞
い
て
居
る
と
'
い
つ
の
間
に
や
ら
読

経
の
音
と
も
つ
れ
る
。
夜
も
す
が
ら
目
ざ
め
が
ち
の
人
の
耳
に
、
水
の
音
と
読

経
の
音
と
も
つ
れ
-
て
、
森
閑
と
し
た
m
H
族
の
邸
宅
に
特
有
な
静
か
な
空
気

を
頭
は
し
て
清
寂
な
哲
を
伝
へ
て
来
る
。
又
夜
も
や
う
く
暁
近
く
な
っ
て
,

人
の
姿
、
渡
殿
の
形
遥
か
に
文
殿
の
あ
た
り
ま
で
、
し
ら
ぐ
・
と
見
え
る
や
う

に
な
っ
て
来
た
。
辞
明
の
徽
明
の
中
を
う
ち
つ
れ
だ
ち
て
行
く
二
人
の
祈
沼
僧

の
美
は
し
い
浄
衣
姿
が
、
尾
根
も
欄
も
形
刻
や
彩
色
に
意
匠
を
凝
ら
し
た
梧
凪

の
渡
照
の
上
を
す
べ
り
行
く
の
が
'
ち
ゃ
う
ど
韻
の
中
へ
溶
け
て
行
く
や
う
に

見
え
る
o
併
し
な
が
ら
更
に
作
者
の
感
性
に
立
入
っ
て
見
る
と
、
そ
れ
等
の
事

物
的
な
描
写
の
奥
に
幽
徴
な
感
性
の
流
動
が
見
え
て
来
る
。
た
と
へ
ば
『
う
つ

し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
』
を
、
在
来
の
註
釈
に
は
宮
仕
を
厭
ふ
心
と
の
み
し
て

ll



あ
る
の
で
あ
る
が
'
『
な
や
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
さ
り
げ
な
く
も

て
か
く
さ
せ
給
へ
り
』
と
い
ふ
や
う
に
、
い
か
に
も
円
か
な
和
や
か
な
朗
か
な

御
心
も
ち
を
仰
ぎ
て
'
日
ご
ろ
深
-
忠
ひ
こ
ん
で
居
た
感
憩
が
、
が
ら
り
と
変

っ
て
宮
仕
へ
す
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
居
る
心
が
見
え
て
居
る
。
こ
の
二
つ

の
心
の
去
来
の
閃
き
が
'
作
者
の
日
記
に
も
歌
に
も
物
語
の
中
に
流
れ
て
居
る

姿
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
見
え
る
。
」
　
(
同
上
「
国
語
の
力
」
へ
二
八
版
'
1

三
五
～
一
三
七
ペ
)

垣
内
松
三
先
生
は
'
「
紫
式
部
日
記
」
の
冒
頭
の
文
章
を
引
き
、
そ
れ
に
み

ず
か
ら
の
鑑
斑
を
加
え
て
'
か
な
り
節
を
質
さ
れ
た
O
引
い
た
本
文
に
即
し

て
、
そ
の
作
者
の
意
識
の
流
動
を
さ
ぐ
っ
て
い
か
れ
る
と
こ
ろ
に
'
垣
内
松
三

先
生
の
す
ぐ
れ
た
感
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
紫
式
部
日
記
の
独
自
の

感
性
を
、
と
く
に
「
事
物
的
な
描
写
の
奥
に
幽
微
な
感
性
の
流
動
」
し
て
い
る

こ
と
を
'
短
内
松
三
先
生
は
看
取
さ
れ
て
い
る
。
紫
式
部
の
胸
底
に
あ
る
'
二

つ
の
心
の
去
来
の
さ
ま
を
見
抜
い
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
さ
き
の
文
章
に
つ
づ
け
て
、
「
か
う
し
た
意
識
の
流
動

を
明
か
に
す
る
の
が
平
安
朝
文
学
研
究
の
重
な
る
着
眼
点
で
あ
る
と
も
い
へ

る
。
形
の
見
え
る
文
と
い
ふ
の
は
さ
う
し
た
文
を
手
が
か
り
と
し
て
'
更
に
深

く
'
文
の
底
に
流
れ
て
居
る
意
識
の
流
動
を
蔚
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
(
同

上
「
国
語
の
力
」
、
二
八
版
へ
一
三
七
ペ
)
と
述
べ
ら
れ
た
。
文
章
・
作
品
を

読
ん
で
い
く
ば
あ
い
、
な
に
を
着
眼
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
-
べ

き
か
が
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
白
石
の
「
折
た
く
柴
の
記
」
1
梁
川
の
「
国
光
録
」
1
紫
式
部
の

「
紫
式
部
日
記
」
と
、
「
形
の
見
え
る
文
」
の
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
、
垣
内
松

三
先
生
は
'
「
文
の
形
」
を
見
る
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
を
説
か
れ

た
。
中
古
・
近
世
・
近
代
に
わ
た
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
文
章
例
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
作
者
の
意
識
の
流
動
の
し
か
た
、
ま
た

そ
の
流
動
の
と
ら
え
か
た
が
示
さ
れ
て
い
た
。
三
つ
の
文
章
例
の
挙
げ
か
た
に

も
、
そ
の
扱
い
か
た
に
も
'
漸
次
深
ま
っ
て
い
く
さ
ま
が
認
め
ら
れ
た
。

さ
て
、
垣
内
松
三
先
生
は
'
以
上
の
よ
う
な
第
7
四
節
の
叙
述
に
つ
づ
い

て
、
第
t
五
節
で
は
'
「
文
の
形
を
見
る
力
」
を
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
た
。「

文
の
形
を
見
る
力
は
'
文
中
に
流
動
す
る
作
者
の
意
識
の
形
を
意
識
す
る

力
で
あ
る
。
卓
越
な
る
批
評
家
が
片
言
隻
句
の
微
を
透
し
て
よ
く
文
中
の
意
識

を
直
観
す
る
よ
う
に
'
文
字
言
語
の
表
面
に
囚
わ
れ
な
い
で
、
優
雅
な
る
叙
述

の
中
に
も
悲
哀
の
心
を
見
、
平
凡
な
る
記
述
の
中
に
も
痛
切
な
る
孤
刺
を
見
る

は
、
唯
こ
の
力
の
発
現
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
卓
越
な
る
批
評
家
の
前
に
文

中
の
一
字
=
閑
も
潜
活
力
を
不
現
し
来
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
文
の
形
を

見
る
こ
と
は
既
に
い
っ
た
よ
う
に
解
釈
の
第
1
の
終
点
で
あ
る
と
同
時
に
節
二

の
終
点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
の
形
を
見
る
力
は
解
釈
の
作
用
の
総
体

で
あ
る
と
も
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
解
釈
の
罪
t
着
手
に
そ
う
し
た
文
の
形

を
見
る
こ
と
は
t
.
顕
る
難
事
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
実
験
心

理
学
の
示
す
い
ろ
い
ろ
の
実
験
に
依
っ
て
見
る
と
、
読
者
は
文
字
や
語
法
の
知

覚
を
得
る
と
挺
ぐ
に
文
章
の
感
じ
に
導
か
れ
て
'
さ
ら
7
1
と
文
を
読
ん
で
E
:
i

る
こ
と
が
解
る
.
そ
れ
が
む
つ
か
し
い
と
忠
ふ
の
は
読
者
の
態
皮
に
依
る
の
で

あ
っ
て
'
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
も
、
不
可
能
な
こ
と
で
も
な
い
.
斑
毘
糊

の
い
え
る
語
に
、
1
日
偶
々
荘
子
を
読
み
て
、
『
風
の
積
は
厚
か
ら
ず
o
則
ち

そ
の
大
巽
を
負
ふ
や
力
な
し
。
水
の
積
は
厚
か
ら
ず
。
則
ち
そ
の
大
舟
を
負
ふ

や
力
な
し
』
と
い
う
句
に
到
り
て
斑
然
と
し
て
文
を
雷
く
法
を
悟
っ
た
と
あ
る

の
も
'
こ
の
心
も
ち
重
石
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
虫
も
自
然
な
態
度
で
あ
る
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時
に
克
く
、
文
字
の
中
を
流
れ
て
居
る
意
識
の
流
れ
を
や
す
-
　
と
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
卓
越
な
る
指
導
者
が
よ
く
人
の
『
学
び
方
』
を

問
う
に
答
え
て
『
読
ん
だ
ら
よ
い
の
だ
』
　
『
書
い
た
ら
よ
い
の
だ
』
と
い
う
の

は
機
械
的
な
努
力
を
撃
っ
る
の
で
も
な
く
'
不
親
切
な
い
い
方
を
す
る
の
で
も

あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
へ
自
ら
そ
の
態
度
を
体
得
す
る
が
故
に
他
を
し
て

そ
れ
を
体
験
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
ろ
う
O
解
釈
の
第
7
新
手
は
'
『
自

己
』
を
主
観
を
雑
え
ざ
る
純
真
な
る
自
然
の
態
度
に
置
-
こ
と
で
あ
っ
て
'
文

の
形
を
見
る
力
は
、
自
ら
そ
こ
か
ら
湧
き
出
ず
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
'
1
二
六
-
一
二
七
ペ
)

「
文
の
形
」
を
見
る
力
は
'
解
釈
の
作
用
の
総
体
で
あ
る
と
も
感
ぜ
ら
れ
る

が
'
「
文
の
形
」
を
見
る
力
は
'
「
自
己
」
を
主
観
を
ま
じ
え
ざ
る
純
真
な
る

自
然
の
態
度
に
置
く
こ
と
か
ら
、
お
の
ず
と
泣
き
出
ず
る
も
の
と
、
垣
内
松
三

先
生
は
説
か
れ
る
0
す
な
わ
ち
、
「
最
も
自
然
な
態
度
で
あ
る
時
に
克
-
'
文

字
の
中
を
流
れ
て
居
る
意
識
の
流
れ
を
や
す
7
＼
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
あ
る
。
」
と
説
く
の
で
あ
る
。

垣
内
松
三
先
生
は
、
ま
た
'
第
二
二
節
の
末
尾
に
も
、
「
文
の
形
」
を
と
ら

え
る
こ
と
に
つ
い
て
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

「
又
,
ゲ
ナ
ン
グ
の
パ
ラ
㌢
フ
フ
の
三
分
法
に
見
え
る
西
洋
修
辞
学
の
考
察

等
を
見
る
と
,
少
な
く
と
も
'
表
硯
形
式
に
於
け
.
る
三
分
法
は
、
思
想
を
粗
め

易
い
根
本
的
な
T
の
形
式
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
く
の
で
あ
る
。
三
分
さ
れ
た
も

の
を
更
に
分
析
解
剖
し
て
文
の
形
の
構
成
を
見
る
の
は
次
に
起
る
と
こ
ろ
の
問

題
で
あ
る
が
'
直
下
の
会
得
に
於
て
そ
の
全
形
を
捉
え
'
そ
の
相
互
の
省
略
の

上
に
も
へ
そ
の
相
互
の
転
倒
の
上
に
も
、
単
に
表
現
形
式
の
上
に
氾
ず
み
て
分

析
か
ら
錯
誤
に
陥
る
こ
と
な
く
'
そ
の
内
面
に
飛
冴
す
る
意
識
の
流
動
を
の
み

直
視
す
る
時
に
、
『
文
の
形
』
は
鮮
明
に
意
識
せ
ら
る
1
で
あ
ろ
う
.
種
々
の

煩
琉
な
る
理
論
や
術
語
や
形
式
に
慈
わ
さ
る
る
こ
と
な
く
、
志
詩
の
流
動
に
乗

じ
'
こ
れ
に
随
伴
す
る
'
極
め
て
自
然
な
態
度
に
於
て
『
文
の
形
』
を
挺
え
る

こ
と
か
ら
、
解
釈
作
用
の
第
1
歩
が
極
め
て
自
由
に
踏
み
出
さ
れ
る
と
思
う
の

で
あ
る
o
特
に
児
童
の
読
方
の
実
際
を
見
る
時
に
`
そ
の
純
一
な
る
態
度
が
、

い
か
に
よ
く
文
の
内
面
に
浸
透
し
て
、
そ
の
一
々
を
捉
え
る
力
に
富
む
も
の
で

あ
る
か
を
教
え
ら
れ
て
・
深
い
内
省
を
感
ぜ
ず
に
は
甲
b
れ
な
い
打
で
あ
る
。
」

(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
二
七
I
H
八
ペ
)

垣
内
松
三
先
生
は
'
直
下
の
会
得
に
お
い
て
へ
そ
の
内
面
に
飛
期
す
る
t
.
A
識

の
流
動
を
の
み
直
視
す
る
時
に
、
「
文
の
形
」
は
鮮
明
に
意
識
せ
ら
れ
る
と

し
、
「
種
々
の
煩
増
な
る
理
論
や
術
語
や
形
式
に
惑
わ
さ
る
る
こ
と
な
-
'
意

識
の
流
動
に
乗
じ
、
こ
れ
に
随
伴
す
る
、
極
め
て
自
然
な
態
度
に
於
て
『
文
の

形
』
を
準
え
る
こ
と
か
ら
、
解
釈
作
用
の
邦
1
歩
が
極
め
て
自
由
に
踏
み
出
さ

れ
る
」
と
さ
れ
た
.
「
極
め
て
自
然
な
態
度
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'

注
目
さ
れ
て
よ
い
。

と
り
わ
け
'
児
童
の
読
み
方
に
お
い
て
、
そ
の
純
T
な
る
髄
心
度
が
'
文
章
の

内
面
に
浸
透
し
て
、
そ
の
一
々
を
準
え
る
力
に
富
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
ら
れ
る
。
垣
内
松
三
先
生
の
国
語
教
育
学
者
と
し
て
の
面
目
を
、
こ
こ

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
文
の
形
」
を
見
る
力
を
養
う
こ
と
は
'
垣
内
松
三

先
生
に
と
っ
て
は
'
日
常
生
活
に
発
す
る
足
下
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
も

っ
と
も
自
然
な
態
度
で
具
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
(
昭
和
4
5
年
2
月

2
4
日
稿
)
　
(
本
学
教
授
)
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