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〈
絵
語
り
)
の
構
図

-
　
『
信
貴
山
縁
起
』
/
「
信
濃
国
聖
事
」

l
　
は
じ
め
に

豊
か
な
表
情
に
満
ち
た
『
信
貴
山
縁
起
』
は
、
見
る
も
の
を
お
喋
り
に
せ
ず

に
は
お
か
な
い
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
い
る
ら
し
い
。
新
た
な
視
点
は
新
た
な

読
み
を
促
し
、
美
術
史
か
ら
文
化
人
類
学
的
視
点
に
い
た
る
ま
で
様
々
な
分
野

か
ら
の
絵
解
き
が
我
々
の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
作
品
は
互
い
に
も
つ
れ
合

い
始
め
た
そ
れ
ら
の
全
体
の
解
き
ほ
ぐ
し
を
待
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
だ
が
、

そ
れ
は
も
う
少
し
紙
幅
に
余
裕
の
あ
る
場
に
譲
る
こ
と
と
し
よ
う
。
い
ま
は
さ

し
あ
た
り
、
民
衆
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
写
し
取
っ
て
い
る
こ
の
絵
巻
の
画

面
構
成
が
、
実
は
「
古
代
的
性
格
を
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
わ
は

平
安
朝
絵
画
の
偉
大
な
る
達
成
」
と
見
ら
れ
、
「
仮
に
十
二
世
紀
後
半
の
成
立

で
あ
る
と
し
て
も
、
十
三
世
紀
絵
画
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
前
代
に
つ
な
が
る
、
す
ぐ
れ
て
古
代
的
な
性
格
を
持
つ
作
品
」
と
考
え
ら
れ

る
に
至
っ
て
い
る
点
り
だ
け
を
確
認
し
て
、
こ
の
絵
巻
と
説
話
集
所
載
「
信
濃

国
聖
事
」
話
と
の
問
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
〝
絵
画
と
こ
と
は
″
を
め
ぐ
る
問

題
を
、
主
と
し
て
(
絵
語
り
)
廟
の
構
図
の
再
検
討
を
軸
に
考
察
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

竹
　
　
村
　
　
信
　
　
治

二
　
『
信
亘
山
縁
起
』
の
絵
画
表
現
-
問
題
の
所
在
-

さ
て
、
『
信
貴
山
縁
起
』
が
人
を
お
喋
り
に
す
る
の
は
、
強
引
な
付
会
で
あ

る
場
合
を
別
に
し
て
、
お
そ
ら
く
文
字
テ
キ
ス
ト
の
情
報
か
ら
了
解
し
て
い
る

事
柄
の
範
囲
を
越
え
た
デ
ィ
テ
ー
ル
を
そ
こ
に
発
見
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
越

え
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
、
我
々
自
身
が
文
字
テ
キ
ス
ト
(
『
古
本
説
話
集
』
6
5

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
1
0
1
)
　
の
具
体
を
絵
巻
の
よ
う
に
時
空
間
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
即
し
て
う
ま
く
想
い
出
せ
な
い
こ
と
に
も
よ
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
以
上

に
、
『
縁
起
』
が
文
字
テ
キ
ス
ト
と
の
問
の
明
瞭
な
符
合
と
と
も
に
際
立
っ
た

差
異
を
持
ち
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
。
特
に
差
異
の
確
認
は
言

語
テ
キ
ス
ト
(
依
拠
説
話
)
を
起
点
と
す
る
新
た
な
構
図
の
創
出
を
予
想
さ

せ
、
そ
の
構
図
の
言
語
に
よ
る
再
構
成
を
観
る
者
に
促
し
、
つ
ま
り
は
我
々
を

お
喋
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
差
異
が
窺
わ
せ
る
〝
新
た
な
構
図
の
創
出
″

は
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
〝
絵
画
と
こ
と
ば
″
の
考
察
の
対
象
と
し
て
十
分
に

魅
力
的
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
絵
画
化
は
空
間
を
う
め
る
具
象
を
求
め
て
言

語
テ
キ
ス
ト
の
細
部
に
注
意
を
は
ら
わ
せ
、
ま
た
事
物
に
彩
り
を
与
え
そ
れ
ら
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の
配
置
を
構
想
す
る
た
め
に
行
間
を
読
み
込
ま
せ
る
。
そ
う
し
て
新
た
な
格
文

法
の
も
と
に
描
き
出
さ
れ
る
(
絵
語
り
)
の
構
図
は
、
お
の
ず
か
ら
言
語
テ
キ

ス
ト
の
構
図
と
の
異
な
り
を
、
ま
た
こ
れ
を
生
み
出
す
表
現
行
為
の
相
違
を
教

え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
差
異
の
す
べ
て
を
、
そ
の
よ
う
に
言
語
テ
キ

ス
ト
を
起
点
と
す
る
読
み
や
想
像
力
、
ま
た
技
法
の
問
題
に
結
び
付
け
、
残
さ

れ
た
文
字
テ
キ
ス
ト
に
還
元
し
っ
つ
意
味
付
け
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
こ
と

に
『
信
貴
山
縁
起
』
の
場
合
に
は
、
少
し
く
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
語
テ
キ
ス
ト
を
起
点
と
し

て
新
た
に
構
想
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
画
面
は
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
I
「
飛
倉
の
巻
」
の
〝
倉
を
追
う
一
行
″
Ⅱ
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
〝
勅

使
一
行
の
旅
姿
″
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
の
〝
信
濃
か
ら
の
旅
の
行
程
″
の
部
分
。

こ
れ
ら
は
『
古
本
』
『
宇
治
拾
遺
』
所
収
話
に
見
当
ら
な
い
場
面
だ
が
、
屏
風
絵

和
歌
資
料
の
教
え
る
図
様
や
神
護
寺
山
水
屏
風
の
点
景
(
滝
の
も
と
で
憩
う
旅

人
、
小
鷹
狩
の
一
行
な
ど
)
な
ど
か
ら
推
考
さ
れ
る
平
安
朝
大
和
絵
(
四
季
絵

・
名
所
桧
・
風
俗
絵
)
の
伝
統
を
視
野
に
お
さ
め
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
背
景
に
言

語
テ
キ
ス
ト
の
行
間
を
豊
か
に
表
現
す
る
画
面
と
し
て
案
出
さ
れ
た
と
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
聖
同
様
に
I
巻
に
お
け
る
〝
長
老
の
家
の
生
活
の
具
体
″

Ⅱ
巻
の
〝
不
安
に
満
ち
た
清
涼
殿
の
た
た
ず
ま
い
″
Ⅲ
巻
の
〝
霊
験
出
来
の
場

に
相
応
し
い
東
大
寺
の
威
容
″
な
ど
の
情
景
も
、
言
語
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
か

か
わ
っ
て
措
き
込
め
る
範
囲
内
に
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
視
点
の
自
在
な
転
位
・

移
動
」
(
僻
撤
祝
・
水
平
視
・
仰
視
の
視
角
の
三
態
と
近
接
・
遠
望
の
操
作
)

に
よ
る
(
絵
語
り
)
の
構
築
性
佃
、
観
る
者
の
描
出
と
そ
の
「
視
線
に
よ
る
対

象
の
浮
彫
り
法
」
仰
、
扇
や
手
・
指
に
よ
る
動
的
な
場
面
表
現
、
逆
勝
手
・
異
時

同
図
法
と
い
っ
た
技
法
に
基
づ
く
画
面
構
成
は
、
ま
こ
と
に
感
歎
の
外
な
い

が
、
言
語
テ
キ
ス
ト
の
視
覚
的
再
現
の
手
法
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
文
字
テ
キ
ス
ト
と
の
繋
が
り
を
認
め
え
な
い
も
の
の
う
ち
で

も
、
〝
腕
を
掻
く
男
″
な
ど
の
風
俗
表
現
㈲
や
〝
鹿
″
〝
道
祖
神
〃
と
い
っ
た
図

像
は
、
そ
れ
が
「
絵
画
言
語
の
慣
用
句
」
で
あ
っ
た
り
象
徴
の
コ
ー
ド
を
担
っ

て
い
る
以
上
、
た
し
か
に
絵
巻
作
者
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
し
な
く
て
は
な
る

ま
い
。し

か
し
一
方
、
『
信
貴
山
縁
起
』
の
画
面
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
、

現
存
文
字
テ
キ
ス
ト
に
見
出
せ
ず
、
絵
巻
作
者
に
媒
介
さ
れ
た
回
路
も
辿
り
が

た
い
要
素
も
描
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
Ⅱ
「
延
喜
加
持
の
巻
」
に
見
え
る

経
軸
は
、
そ
の
う
ち
の
も
っ
と
も
重
要
な
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
延
喜
加
持
の
巻
」
は
、
周
知
の
通
り
、
命
蓮
が
醍
醐
帝
の
病
悩
を
信
貴
山

中
に
居
な
が
ら
剣
の
書
法
を
遣
わ
し
て
加
持
し
た
一
件
を
語
る
話
題
だ
が
、
問

題
の
経
巻
は
、
護
法
飛
来
の
霊
験
を
間
に
し
て
、
そ
の
前
後
の
勅
使
信
貴
山
訪

問
の
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
。
行
者
で
あ
る
命
蓮
の
堂
に
経
軸
が
措
か
れ
る
こ

と
自
体
は
驚
く
に
た
ら
な
い
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
の
措
か
れ
よ
う
で
、
経
軸

は
加
持
の
前
の
訪
問
場
面
で
は
柱
に
隠
れ
て
お
り
、
効
験
の
後
の
訪
問
場
面
で

は
じ
め
て
そ
の
全
体
の
姿
を
顕
す
。
さ
ら
に
そ
の
全
貌
を
顧
し
た
経
軸
は
八
巻

を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
間
。
法
華
経
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
、
命
蓮
の
加
持

の
内
容
が
法
華
経
読
諭
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

法
華
経
霊
験
の
(
絵
語
り
)
は
、
『
法
然
上
人
絵
伝
』
第
七
巻
に
も
認
め
ら
れ
、

法
華
三
昧
を
行
ず
る
法
然
の
ま
え
に
普
賢
菩
薩
が
現
れ
る
場
面
に
経
軸
が
八
巻

描
か
れ
て
い
る
。
八
巻
を
霊
験
の
前
後
に
隠
/
顕
の
対
照
を
も
っ
て
配
す
る

『
縁
起
』
は
、
『
絵
伝
』
同
様
、
加
持
霊
験
を
、
命
蓮
法
華
経
読
諭
の
効
験
と

し
て
語
っ
て
い
る
と
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

『
縁
起
』
が
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
霊
験
を
命
蓬
法
華
経
読
詞
の
効
験
と
し



60

て
(
絵
語
り
)
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
字
テ
キ
ス
ト
の
表
層
は
も
ち

ろ
ん
行
間
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
縁
起
』
の

(
絵
語
り
)
に
つ
い
て
の
見
方
に
再
考
を
促
す
だ
ろ
う
。
差
異
の
す
べ
て
を
言

語
テ
キ
ス
ト
を
起
点
と
す
る
想
像
力
や
技
法
に
結
び
付
け
、
残
さ
れ
た
文
字
テ

キ
ス
ト
に
還
元
し
っ
つ
意
味
付
け
て
よ
い
か
ど
う
か
を
疑
っ
た
所
以
で
あ
る
。

三
　
『
信
貴
山
縁
起
』
の
法
華
経
霊
験
譚

『
信
貴
山
縁
起
』
は
、
従
来
、
昆
沙
門
天
の
仮
託
と
し
て
の
命
蓮
を
通
じ
て

毘
沙
門
の
施
徳
の
利
生
を
語
っ
た
も
の
と
さ
れ
㈲
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
に
つ

い
て
も
金
光
明
最
勝
王
経
・
四
天
王
護
国
晶
に
い
う
鎮
護
国
家
の
守
護
神
た
る

毘
沙
門
天
に
即
し
て
そ
の
霊
験
が
理
解
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
Ⅲ
「
尼
公

の
巻
」
東
大
寺
通
夜
の
場
面
で
僅
か
に
開
い
た
大
仏
殿
東
扉
に
姿
を
見
せ
る

〝
多
聞
天
像
″
は
信
貴
山
の
毘
沙
門
天
を
暗
示
し
、
(
絵
語
り
)
の
全
体
を
毘

沙
門
天
が
支
え
る
構
図
を
読
哀
取
ら
せ
も
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら

す
れ
ば
、
命
蓮
法
華
経
読
諭
の
効
験
と
し
て
霊
験
を
語
っ
て
い
る
と
す
る
小
論

の
絵
解
き
は
ず
い
ぶ
ん
と
奇
妙
な
も
の
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な

(
絵
語
り
)
が
形
成
さ
れ
る
必
然
は
、
命
蓬
の
伝
記
資
料
の
内
に
い
く
ら
も
見

出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
蓮
が
自
ら
作
成
し
た
『
信
貴
山
寺
資
財
宝
物
帳
』

の
「
法
文
章
」
に
は
「
金
泥
法
華
経
一
部
」
「
塁
写
法
華
経
有
数
部
」
と
見
え
、

自
伝
部
分
に
寺
地
に
山
王
社
を
勧
請
し
た
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
法
華
経
と

の
関
係
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
『
僧
明
達
蘇
生
注
記
』
の
、

河
内
国
深
安
寺
明
蓬
師
者
、
升
年
之
内
幸
記
法
花
、
無
量
罪
除
、
兜
率
天
内

院
高
座
之
上
、
可
詩
法
花
経
仰
。

の
記
事
は
、
伝
承
世
界
に
法
華
経
読
覇
者
と
し
て
あ
っ
た
命
蓮
を
確
認
さ
せ

る
。
こ
れ
ら
の
命
蓬
と
法
華
経
と
の
関
連
は
先
行
研
究
の
夙
に
指
摘
す
る
と
こ

ろ
鯛
で
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
こ
う
し
て
『
縁
起
』
に
お
け
る

法
華
経
持
経
者
命
蓬
の
(
絵
語
り
)
の
蓋
然
性
は
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ⅱ
「
延
喜
加
持
の
巻
」
に
法
華
経
持
経
者
命
蓬
の
効
験
の
(
絵

語
り
)
を
読
み
取
っ
た
者
に
は
、
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
も
ま
た
、
従
来
の
理
解
と

は
異
な
る
意
味
を
担
っ
た
(
絵
語
り
)
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「

尼
公
の
巻
」
は
次
の
よ
う
に
括
か
れ
て
い
る
。

漂
泊
と
い
う
に
は
い
く
ぶ
ん
苛
酷
さ
に
乏
し
い
、
し
か
し
信
濃
か
ら
の
族
の

苦
労
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
し
の
ば
れ
る
画
面
の
後
、
道
々
弟
の
消
息
を
尋
ね
歩
く

態
の
尼
公
は
、
人
々
の
厚
意
あ
る
応
対
に
接
し
っ
つ
も
確
た
る
情
報
を
手
に
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
尋
ね
わ
び
て
南
都
は
東
大
寺
に
至
り
、
大
仏
殿
で
夢
告

を
得
て
信
貴
山
に
命
蓬
と
の
再
会
を
果
す
。
経
を
片
手
に
顔
を
差
し
出
す
命

蓮
、
喜
び
の
表
情
に
満
ち
た
尼
公
、
二
人
の
視
線
の
交
わ
り
。
絵
巻
は
こ
こ
に

一
場
面
を
割
き
、
姉
弟
再
会
の
物
語
に
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
。
そ
し
て
次

の
画
面
で
は
、
紙
衣
を
身
に
纏
っ
た
聖
が
い
ま
だ
旅
姿
の
尼
公
か
ら
的
(
た
い
)

を
与
え
ら
れ
た
場
面
、
桐
に
身
を
包
ん
だ
命
蓬
が
旅
姿
を
改
め
た
尼
に
経
を
説

く
様
、
さ
ら
に
そ
の
左
に
、
季
節
も
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
い
く
ぶ
ん
年
老
い

た
聖
が
初
姿
で
火
鉢
の
ま
え
に
座
し
て
経
を
読
ん
で
い
る
様
子
が
異
時
同
図
法

で
示
さ
れ
る
。

こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
に
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
尼
公
に
つ
い
て
の
信
濃
善
光
寺
と
の
付
会
紬
や
聖
徳
太
子
伝
を
介
し
た
信

景
山
と
信
濃
と
の
関
連
性
に
よ
る
説
明
聖
　
ま
た
、
命
蓮
と
尼
君
の
再
会
の
物

語
に
つ
い
て
は
、
信
景
山
に
お
い
て
毘
沙
門
と
並
ん
で
祀
ら
れ
る
吉
祥
天
を
尼

と
看
倣
し
、
毘
沙
門
天
・
吉
祥
天
/
命
蓮
・
尼
の
対
応
関
係
を
窺
う
説
個
。
さ

ら
に
全
体
の
物
語
に
つ
い
て
、
道
祖
神
の
構
図
に
陰
陽
和
合
の
象
徴
を
見
、
聖
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/
姉
に
陰
陽
対
偶
の
表
象
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
尼
が
聖
に
桐
を
与

え
る
と
こ
ろ
に
オ
ナ
リ
神
の
霊
異
付
与
の
図
式
を
重
ね
て
読
む
説
聖
等
々
。

い
ず
れ
も
反
証
を
示
す
こ
と
の
む
ず
か
し
い
、
し
た
が
っ
て
そ
の
ま
ま
呑
み
込

む
は
か
な
い
も
の
の
ご
と
く
だ
が
、
(
絵
語
り
)
に
お
け
る
法
華
経
の
文
脈
は
、

ま
た
も
う
一
つ
の
(
絵
解
き
)
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
法
華
経
持
経
者
命
蓬
に
日
を
と
め
た
者
が
「
尼
公
の

巻
」
に
も
法
華
経
の
文
脈
を
辿
り
は
じ
め
る
契
機
は
、
尼
公
に
よ
る
桐
贈
与
の

場
面
に
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
巻
に
あ
っ

て
、
尼
公
に
よ
る
桐
贈
与
の
場
面
は
最
末
尾
に
位
置
し
、
姉
弟
再
会
の
物
語
の

後
日
譚
と
も
看
倣
さ
れ
る
扱
い
だ
が
、
上
に
見
た
と
お
り
画
面
の
構
図
は
時
間

的
広
が
り
を
備
え
、
旅
姿
の
尼
公
か
ら
桐
を
与
え
ら
れ
た
場
面
、
桐
に
身
を
包

ん
で
尼
公
に
経
を
説
く
様
、
年
老
い
て
後
の
桐
姿
で
の
読
経
と
、
異
時
同
図
法

で
贈
与
の
後
の
出
来
事
が
一
連
な
り
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
画
面
の
全
体
を

視
野
に
入
れ
た
時
に
眼
に
と
ま
る
の
は
、
や
は
り
聖
が
い
つ
も
経
を
手
に
し
て

現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
経
は
法
華
経
と
看
倣
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
桐
に
身
を
包
ん
で
読
詞
に
余
念
の
な
い
法
華
持
経
老
命
蓮
の
姿

が
時
の
移
り
を
見
せ
掛
け
な
が
ら
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
読

扇
の
功
徳
は
桐
に
染
み
込
ん
で
い
っ
た
、
と
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。

法
華
経
読
諭
の
功
徳
の
染
み
込
ん
だ
衣
、
こ
れ
は
空
也
と
松
尾
明
神
の
物
語

を
想
い
起
こ
さ
せ
る
。
多
く
の
文
献
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
物
語
は
、
『
法
華
百
座

間
書
抄
』
(
三
月
八
日
・
法
師
晶
)
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
「
寒
サ
ヲ
イ
ミ
ジ

ク
嘆
キ
ク
ル
気
色
」
の
明
神
が
「
法
花
ノ
法
施
ノ
衣
」
を
乞
う
の
に
答
え
た
次

の
よ
う
な
空
也
の
こ
と
ば
が
見
え
て
い
る
(
適
宜
、
表
記
を
改
め
て
示
す
)
増

サ
承
ヌ
。
但
シ
、
御
社
二
参
リ
テ
法
施
奉
ラ
ム
、
程
モ
久
し
く
侍
ベ
キ
ヲ
、

イ
ト
カ
タ
ジ
ケ
ナ
キ
事
二
侍
ド
、
コ
ノ
、
ヲ
ノ
レ
ガ
下
二
着
テ
侍
小
袖
ハ
、

汚
ク
垢
付
キ
テ
侍
レ
ド
、
コ
ノ
州
余
年
起
キ
臥
シ
立
チ
居
二
法
花
経
ヲ
夜
昼

読
、
、
、
染
メ
テ
侍
ル
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
奉
ラ
ム
。
(
オ
2
5
5
)

そ
し
て
空
也
の
小
袖
を
身
に
纏
っ
た
明
神
は
、

今
コ
ノ
法
花
ノ
衣
ヲ
着
侍
ル
ヨ
リ
、
悪
業
ノ
霜
消
エ
、
煩
悩
ノ
鼠
吹
キ
止
ミ

テ
、
イ
ト
暖
カ
:
成
リ
ニ
テ
侍
ペ
ソ
。
コ
レ
ヨ
リ
後
、
仏
道
成
り
給
ハ
ム
マ

デ
必
(
ズ
)
守
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
。

と
礼
を
の
べ
て
い
る
。

「
コ
ノ
冊
余
年
起
キ
臥
シ
立
チ
居
二
法
花
経
ヲ
夜
昼
読
ミ
染
メ
テ
侍
ル
」
小

袖
、
す
な
わ
ち
〝
法
花
ノ
衣
″
が
明
神
に
「
悪
業
ノ
霜
消
エ
、
煩
悩
ノ
嵐
吹
キ

止
」
む
効
験
を
現
し
た
と
語
る
こ
の
物
語
は
、
命
蓮
の
桐
が
や
が
て
人
々
の

「
そ
の
や
れ
の
端
を
、
つ
ゆ
は
か
り
な
ど
自
づ
か
ら
縁
に
ふ
れ
て
得
て
は
、
守

り
に
」
(
詞
章
)
㈹
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
響
い
て
興
味
深

い
。
〝
衣
″
は
法
華
経
法
師
品
第
十
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
仰
。

如
来
の
減
後
に
、
そ
れ
能
く
書
持
し
、
読
諭
し
、
供
養
し
、
他
人
の
た
め
に

説
く
者
は
、
如
来
は
則
ち
、
為
に
衣
を
も
っ
て
こ
れ
を
覆
ひ
た
ま
い
、
又
、

他
方
の
現
在
の
諸
仏
に
護
念
せ
ら
る
る
こ
と
を
為
(
え
)
ん
。

若
し
善
男
子
羊
女
人
あ
り
て
、
如
来
の
減
後
に
、
四
衆
の
た
め
に
こ
の
法
華

経
を
説
か
ん
と
欲
せ
ば
、
云
何
ん
が
応
に
説
く
べ
き
や
。
こ
の
芋
男
子
善
女

人
は
、
如
来
の
室
に
入
り
、
如
来
の
衣
を
著
、
如
来
の
座
に
坐
し
て
、
し
か

し
て
す
な
わ
ち
、
応
に
四
衆
の
た
め
に
、
広
く
こ
の
経
を
説
く
べ
し
。
如
来

の
室
と
は
、
一
切
衆
生
の
中
の
大
慈
悲
心
、
こ
れ
な
り
。
如
来
の
衣
と
は
、

柔
和
忍
序
の
心
、
こ
れ
な
り
。
如
来
の
座
と
は
、
一
切
法
の
空
、
こ
れ
な

り
。
こ
の
中
に
安
住
し
て
、
然
し
て
後
に
、
僻
怠
な
ら
ざ
る
心
を
も
っ
て
、

諸
の
菩
薩
及
び
四
衆
の
た
め
に
、
広
く
こ
の
法
華
経
を
説
く
べ
し
(
偶
、
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略
)

空
也
は
、
経
を
読
諭
し
て
「
如
来
の
衣
」
に
覆
わ
れ
、
そ
の
柔
和
忍
唇
の
心

を
も
っ
て
明
神
に
法
施
の
か
あ
り
の
〝
法
華
ノ
衣
″
を
奉
る
。
命
蓮
は
、
読
詞

の
功
績
も
っ
て
如
来
な
ら
ぬ
尼
公
か
ら
初
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
身
を
包
ん
で

更
に
功
を
積
む
。
そ
し
て
、
柔
和
忍
唇
の
心
を
も
っ
て
尼
公
に
経
を
説
き
、
ま

た
や
が
て
信
貴
山
参
詣
の
衆
生
に
〝
柄
の
や
れ
″
を
介
し
て
結
線
を
与
え
て
い

く
。
「
法
華
ノ
衣
」
に
覆
わ
れ
た
松
尾
明
神
は
「
悪
業
ノ
霜
消
ユ
、
煩
悩
ノ
嵐

吹
キ
止
」
ん
だ
と
い
う
。
〝
柄
の
や
れ
″
を
も
っ
て
結
録
す
る
衆
生
が
こ
れ
を

「
ま
も
り
」
と
し
た
の
も
ま
た
同
様
の
功
徳
力
を
求
め
て
の
事
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。絵

巻
の
〝
初
″
が
空
也
の
物
語
を
呼
び
起
こ
す
仕
掛
け
と
し
て
あ
る
と
い
う

の
で
は
な
い
。
空
也
の
〝
法
華
ノ
衣
″
が
法
華
経
の
「
如
来
の
衣
」
に
関
わ
っ

て
引
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
命
運
の
　
〝
桐
″
も
法
華
経
と
の
コ
ー
ド
を
も
っ
た

図
像
だ
ろ
う
と
言
い
た
い
ば
か
り
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
空
也
は
気
に
か
か
る
。
空
也
と
〝
柄
″
と
い
え

ば
、
誰
し
も
次
の
記
事
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
。

西
の
京
に
一
の
老
尼
あ
り
。
大
和
介
伴
典
職
が
旧
室
な
り
。
一
生
念
仏
し
て

上
人
を
師
と
な
せ
り
。
上
人
、
一
の
柄
衣
を
補
綴
せ
し
む
。
尼
、
補
り
畢
り

て
脾
に
命
じ
て
日
く
、
「
我
が
肺
、
今
日
遷
化
す
べ
し
。
汝
早
く
齋
て
参
る

べ
し
」
と
い
へ
り
。
脾
、
還
り
て
入
滅
を
陳
ぶ
る
時
に
、
尼
、
骨
ち
驚
歎
せ

ず
。
見
る
老
こ
れ
を
奇
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
(
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
1
7
)
凋

『
空
也
謙
』
に
「
与
上
人
有
情
好
、
迭
称
善
友
。
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
の
尼
は
、

ど
こ
か
命
蓮
の
姉
の
尼
公
と
面
影
が
通
っ
て
い
よ
う
。
命
蓬
尼
公
の
姉
弟
関
係

に
「
恰
好
」
の
変
形
を
見
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
入
滅
の
前
夜
〝
桐
″
を

補
綴
せ
し
め
た
空
也
に
女
人
救
済
の
モ
チ
ー
フ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

姉
尼
公
も
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
担
う
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
話
題
を
も

含
む
空
也
の
物
語
が
「
尼
公
の
巻
」
譚
の
形
成
に
何
ら
か
の
形
で
影
を
落
と
し

た
と
す
る
見
方
も
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
は
法
華
経
の
文
脈
に
絡
め

取
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
　
八
絵
語
り
)
の
構
図

さ
て
、
上
の
ご
と
く
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
の
〝
桐
″
に
命
蓬
の
〝
法
華
ノ
衣
″

を
窺
う
時
、
『
信
貴
山
縁
起
』
の
(
絵
語
り
)
の
構
図
に
か
か
わ
る
一
文
脈
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ⅲ
巻
は
見
た
と
お
り
命
蓮
の
法
華
経
読

議
の
功
徳
力
を
〝
桐
″
に
付
与
集
約
さ
せ
る
物
語
。
そ
し
て
こ
れ
は
命
蓮
と
結

線
す
る
媒
体
と
し
て
、
人
々
の
〝
ま
も
り
″
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
Ⅱ
「
延

菩
加
持
の
巻
」
は
命
蓮
の
法
華
経
読
詞
の
功
徳
を
証
す
霊
験
譚
的
。
さ
ら
に
I

「
飛
倉
の
巻
」
の
不
思
議
は
こ
の
Ⅱ
の
法
華
経
の
絵
柄
か
ら
遡
っ
て
説
明
さ

れ
、
I
Ⅱ
巻
の
話
題
は
法
華
経
霊
験
譚
二
種
と
し
て
(
絵
語
り
)
に
組
み
込
ま

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
I
Ⅱ
の
両
巻
に
語
ら
れ
る
霊
験
譚
の
中
心
が
ど
こ
に
あ
る
か

は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
考
え
る
上
で
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
な
理
解
は
両
巻
を
一
連
の
構
造
の
も
と
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
参

考
に
な
る
。

(
長
老
)
と
い
う
身
分
こ
そ
賎
し
い
け
れ
ど
富
裕
な
も
の
、
一
方
、
八
三
)

と
い
う
貴
種
の
頂
点
に
君
臨
す
る
も
の
、
俗
世
間
で
の
ふ
た
り
の
強
者

が
、
い
ず
れ
も
自
ら
を
成
り
立
た
せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
、

入
山
)
に
行
い
す
る
(
聖
)
の
世
界
が
護
法
の
媒
ち
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ

る佃。
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(
信
貴
山
/
山
崎
・
天
皇
)
=
(
聖
域
/
俗
界
)
=
(
聖
性
/
富
・
権
力
)
と
い
っ

た
意
味
構
造
の
分
析
を
基
礎
に
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
「
山
の
聖
の

法
力
に
よ
る
書
法
(
空
鉢
護
法
と
剣
の
護
法
)
　
の
対
照
的
に
し
て
一
対
不
可
分

の
は
た
ら
き
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
確
か
に
両
巻
を
見
る
者
に
と
っ
て
護
法
(
鉢

・
剣
話
法
)
は
極
め
て
印
象
的
な
図
像
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
に
焦
点
を
合
せ
そ

の
背
後
に
命
蓮
の
法
力
を
窺
い
つ
つ
、
両
巻
一
連
の
構
造
を
考
え
て
い
く
こ
と

は
妥
当
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
護
法
の
　
〝
は
た
ら
き
″
す
な
わ
ち
聖
の

法
力
の
中
身
が
「
俗
世
間
で
の
ふ
た
り
の
強
者
が
い
ず
れ
も
自
ら
を
成
り
立
た

せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、
護
法
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
命
蓮
の
法
力
が
、
富
と
権
力
に
よ
っ
て

象
徴
さ
れ
る
俗
界
の
す
べ
て
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
読
み
取
ら
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
「
延
喜
加
持
の
巻
」
が
王
権
秩
序
の
回
復
を
語
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
「
飛
倉
の
巻
」
は
、
〝
倉
″
が
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に

も
見
出
さ
れ
る
留
志
長
老
譚
な
ど
に
も
明
ら
か
な
と
お
り
(
富
の
管
理
)
に
関

わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
命
蓮
は
倉
を
山
に
残
さ
せ
、
つ
ま
り
人
吉

の
管
理
)
を
左
右
し
人
々
の
富
の
運
用
に
秩
序
を
も
た
ら
し
た
物
語
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
餌
。
富
を
求
め
る
人
々
の
生
活
と
王
権
に
護
法
の
〝
は
た
ら
き
″

を
媒
ち
と
し
て
秩
序
を
も
た
ら
す
命
蓮
の
法
力
、
(
絵
語
り
)
に
お
け
る
法
華

経
の
文
脈
は
こ
れ
を
法
華
経
読
詞
の
験
力
に
よ
る
も
の
と
語
り
、
や
が
て
そ
の

功
徳
力
を
〝
桐
″
に
代
替
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
I
「
飛
倉
の
巻
」
最
終
画

面
に
措
か
れ
る
〝
従
者
の
報
告
を
記
録
す
る
僧
″
の
こ
と
で
あ
る
鰯
。
冒
頭
場

面
、
広
原
で
仰
天
し
て
い
る
僧
と
同
一
人
物
で
、
絵
巻
は
こ
の
印
象
の
強
く
残

る
人
物
を
末
尾
に
も
配
し
、
信
貴
山
で
の
顛
末
の
始
終
を
語
る
従
者
の
報
告
を

記
録
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
物
語
の
発
生
が
そ
の
ま
ま
絵
巻
の
画
面
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
構
図
」
と
さ
れ
、
「
物
語
そ
の
も
の
を
支
え
る
人
物
と
し
て
形

象
化
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
望
　
同
様
の
構
図
は
Ⅱ
「
延
喜
加
持
の
巻
」
に

も
指
摘
で
き
、
冒
頭
、
信
貴
山
に
向
か
う
蔵
人
一
行
を
指
差
し
な
が
ら
語
り
あ

う
人
々
が
そ
れ
と
さ
れ
る
聖
　
た
だ
し
、
Ⅱ
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
人
々
よ
り

勅
使
一
行
の
随
身
の
方
が
よ
り
I
の
僧
に
近
い
だ
ろ
う
。
勅
使
蔵
人
の
随
身
と

し
て
宮
中
内
外
の
両
界
を
行
き
来
す
る
こ
の
人
物
は
、
表
情
も
こ
の
絵
巻
に
あ

っ
て
は
地
下
庶
民
の
類
に
属
し
佃
、
画
面
で
は
剣
護
法
の
飛
来
場
面
以
外
玖
す

べ
て
に
登
場
し
て
い
る
(
勅
使
が
清
涼
殿
で
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
川
竹
台
の

枚
方
に
控
え
て
い
る
)
。
つ
ま
り
、
出
来
事
の
一
部
始
終
を
内
側
か
ら
直
接
的

に
見
関
す
る
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
巻
末
尾
画
面
で
は
、
霊

験
を
報
告
し
勧
賞
を
伝
え
る
蔵
人
と
命
蓮
を
指
差
し
雑
色
童
に
語
り
か
け
て
も

い
る
が
、
い
わ
ば
殿
上
と
地
下
の
境
界
を
生
き
る
が
ご
と
き
こ
の
随
身
を
「
物

語
の
発
生
」
に
か
か
わ
る
人
物
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の

勅
使
一
行
出
発
の
場
面
は
、
そ
の
眼
で
見
れ
ば
、
勅
使
を
は
じ
め
多
く
の
人
々

の
視
線
が
随
身
に
こ
そ
注
が
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
乗
馬
に
難
渋
し
従

者
に
助
け
ら
れ
て
い
る
老
随
身
の
姿
を
心
配
そ
う
に
ま
た
嘲
り
笑
い
な
が
ら
眺

め
や
っ
て
い
る
人
々
を
配
し
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
視
線
を
通
じ
て
絵
巻
鑑
賞

者
の
注
意
を
集
め
、
I
の
僧
と
同
様
に
、
「
物
語
の
発
生
」
に
関
与
し
た
人
物

と
し
て
随
身
を
意
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
て
お
き
た
い
。

「
物
語
の
発
生
」
に
参
与
し
「
物
語
そ
の
も
の
を
支
え
る
」
人
物
の
絵
画

化
。
こ
れ
を
物
語
の
絵
画
化
に
と
も
な
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
ば
か
り
考
え

る
必
要
は
な
い
。
そ
の
機
能
に
即
し
て
み
れ
ば
、
記
録
し
語
る
人
物
の
描
出
に

ょ
っ
て
〝
飛
倉
″
〝
延
喜
加
持
″
の
霊
験
の
(
絵
語
り
)
そ
の
も
の
の
信
憑
性

を
内
側
か
ら
保
証
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
と
看
倣
し
う
る
。
い
わ
ば
(
絵
語

り
)
の
内
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
テ
キ
ス
ト
と
し
て
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あ
る
説
話
の
末
尾
に
付
さ
れ
る
注
記
、
伝
承
経
路
の
遡
元
的
説
明
と
同
様
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
説
話
　
(
語
り
)
　
の
方
法
の
絵
画
化
と
し
て
、

(
絵
語
り
)
を
支
え
る
た
め
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
信
憑
性
の
保
証
を
構
造
化
し
た
霊
験
譚
が
、
命
蓮

の
法
華
経
読
詞
の
功
徳
と
し
て
説
明
さ
れ
、
『
縁
起
』
の
(
絵
語
り
)
　
の
構
図

の
一
文
脈
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
囲
。

と
こ
ろ
で
、
如
上
は
、
あ
え
て
法
華
経
霊
験
譚
に
偏
し
て
『
縁
起
』
の
(
絵

語
り
)
の
構
図
を
さ
ぐ
っ
た
も
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
絵
巻
の
表
現
は
そ
の

よ
う
な
一
元
的
な
語
り
口
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
小

林
太
市
郎
氏
が
縦
横
に
読
み
解
い
た
庶
民
の
生
態
を
め
ぐ
る
部
分
部
分
の
物
語

も
あ
っ
た
印
。
ま
た
僧
侶
の
実
態
は
、
「
飛
倉
の
巻
」
冒
頭
、
長
老
の
家
の
広

廟
で
驚
い
て
い
る
僧
の
右
上
に
見
え
る
酒
肴
(
富
に
屈
す
る
僧
侶
)
、
巻
末
に

お
け
る
同
一
僧
の
同
一
場
所
で
の
事
件
聞
書
(
験
を
争
い
聞
書
記
録
を
以
て
自

ら
の
加
持
霊
験
を
騙
る
僧
侶
)
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
冒
頭
の
待
賢
門
を
入
る
僧

(
験
な
き
権
門
僧
)
の
図
様
が
こ
れ
を
伝
え
る
。
あ
る
い
は
三
巻
個
別
の
物
語

(
飛
鉢
譚
・
護
法
童
子
譚
・
姉
弟
再
会
恩
愛
の
物
語
)
、
象
徴
の
コ
ー
ド
に
よ

る
表
現
、
等
々
。
そ
し
て
何
よ
り
も
「
尼
公
の
巻
」
東
大
寺
通
夜
の
場
面
の
多

聞
天
は
、
尼
公
を
加
護
し
導
く
昆
沙
門
天
を
暗
示
し
、
ひ
い
て
は
絵
巻
に
描
か

れ
る
世
界
の
全
体
を
支
え
る
毘
沙
門
天
の
文
脈
を
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
画

面
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
点
描
す
る
構
図
は
、
平
安
朝
大
和
絵
屏
風
と
の
符
合

を
思
わ
せ
て
興
味
深
い
が
、
か
よ
う
な
『
縁
起
』
の
表
現
の
実
際
を
窺
う
な
ら

ば
、
上
述
の
考
察
は
、
そ
の
豊
鏡
な
(
絵
語
り
)
の
世
界
か
ら
わ
ず
か
に
一
つ

の
文
脈
を
探
り
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
重
要
な
の
は
、
小
論
の
推
考
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
確
か
に
こ
う

し
て
辿
る
こ
と
の
で
き
る
へ
絵
語
り
)
の
一
文
脈
が
、
し
か
し
『
縁
起
』
の
詞

章
に
は
、
ま
た
現
存
す
る
説
話
集
所
収
の
説
話
に
は
見
出
せ
な
い
点
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
華
経
の
文
脈
は
か
り
で
は
な
い
。
毘
沙
門
天
の
文
脈

も
、
『
縁
起
』
詞
章
『
古
本
説
話
集
』
話
の
そ
れ
と
は
い
く
ぶ
ん
の
ず
れ
を
見

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
本
話
題
の
(
絵
語
り
)
と
説
話
(
語
り
)
と

を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
す
べ
て
を
残

さ
れ
た
余
白
に
書
き
込
む
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
以
下
、
い
く
ぶ
ん
か
の
素

描
を
試
み
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

五
　
『
縁
起
』
の
(
絵
語
日
ソ
)
と
詞
章

問
題
の
一
つ
は
『
縁
起
』
の
(
絵
語
り
)
と
詞
章
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の

両
者
が
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
は
、
Ⅱ
「
延
菩

加
持
の
巻
」
第
一
段
末
尾
と
第
二
段
冒
頭
の
詞
章
は
、

か
へ
り
ま
い
り
て
か
う
〈
と
ま
う
す
ほ
ど
に
(
第
一
段
絵
)
剖
可
三
日
叫

か
り
あ
り
て
ひ
る
つ
か
た

と
あ
り
、
絵
巻
詞
章
に
近
い
と
さ
れ
る
『
古
本
』
の
本
文
国
、
ま
た
『
宇
治
拾

遺
』
鍋
話
の
、

か
へ
り
ま
い
り
て
か
う
〈
と
中
程
に
、
三
日
い
ふ
ひ
る
つ
か
た
、

と
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詞
章
は
絵
巻
の
詞
と
し
て
の
調
整
を
待
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
緊
密
な
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
も
、
両

者
が
『
縁
起
』
作
成
時
に
一
方
が
一
方
を
呼
び
合
い
説
明
し
合
う
も
の
と
し
て

関
係
付
け
ら
れ
た
と
の
想
定
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
詞
章
の
会
話
部
分
と
絵

巻
の
対
応
場
面
な
ど
は
、
登
場
人
物
の
表
情
、
指
や
扇
が
詞
章
を
呼
び
起
こ

し
、
詞
章
は
こ
れ
ら
を
通
じ
肉
声
と
し
て
蘇
る
態
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
や
は
り
法
華
経
の
文
脈
を
詞
章
か
ら
辿
り
え
な
い
事
実
再
は
、
こ
の
想

定
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
。
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こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
『
縁
起
』
に
お
け
る
毘
沙
門
天
の
位
置
を
窺
う
時
に

も
生
じ
て
い
る
。
(
絵
語
り
)
に
お
け
る
毘
沙
門
天
は
、
「
尼
公
の
巻
」
東
大
寺

通
夜
の
場
面
に
描
き
込
ま
れ
た
多
聞
天
が
こ
れ
を
暗
示
し
、
物
語
の
全
体
を
支

え
る
位
置
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、
詞
章

に
お
け
る
毘
沙
門
天
は
、
末
尾
部
分
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〝
命
蓬
の
〝
桐
″

が
飛
倉
の
〝
倉
″
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
た
後
(
(
絵
語
り
)
は
こ
こ
ま

で
)
、
桐
の
や
れ
″
〝
倉
の
木
の
端
″
が
人
々
の
〝
ま
も
り
″
と
な
っ
た
こ
と
を

説
明
し
、

(
木
の
端
で
)
毘
沙
門
作
り
奉
り
て
持
し
奉
る
人
は
か
な
ら
ず
徳
つ
か
ぬ
は

な
か
り
け
り
。
さ
れ
は
人
は
そ
の
縁
を
尋
ね
て
そ
の
倉
の
木
の
折
れ
た
る
端

な
ど
は
講
ひ
け
り
。
さ
て
信
貴
と
て
え
も
い
は
ず
げ
む
(
現
・
験
)
じ
給
ふ

所
に
、
い
ま
に
人
々
明
け
暮
れ
参
る
。
こ
の
毘
沙
門
は
命
蓮
聖
の
行
ひ
い
で

奉
り
た
る
と
こ
ろ
な
り
。

と
し
て
毘
沙
門
の
名
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
「
〝
初
″
〝
倉
の
木
の
端
″
は
命
蓮

の
法
力
の
象
徴
と
し
て
人
々
の
〝
ま
も
り
″
と
な
っ
た
。
そ
し
て
木
端
は
〝
富

の
管
理
″
　
の
意
味
を
担
い
、
さ
ら
に
刻
ま
れ
て
毘
沙
門
天
　
(
福
徳
神
)
　
と
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
こ
と
で
人
々
に
富
を
も
た
ら
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
人
々
は
〝
桐
の
や
れ
″

〝
倉
の
木
の
端
″
を
求
め
、
つ
ま
り
は
命
蓮
に
媒
介
さ
れ
て
、
毘
沙
門
天
の
現

じ
給
う
た
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
る
信
貴
山
に
参
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
は
、

み
な
さ
ん
ご
存
知
の
信
貴
山
の
毘
沙
門
天
も
、
同
じ
命
蓮
が
行
い
出
し
た
の
だ

よ
」
と
結
ば
れ
る
こ
の
詞
章
に
お
い
て
は
、
毘
沙
門
天
は
物
語
の
外
側
に
い
る

と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
詞
章
は
あ
く
ま
で
も
命
蓬
の
験
力
を
語

り
、
そ
の
命
蓮
に
媒
介
さ
れ
て
人
々
が
信
貴
山
に
参
詣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経

緯
を
述
べ
て
、
中
興
の
功
績
を
称
賛
す
る
物
語
の
構
図
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
物
語
の
全
体
を
支
え
る
毘
沙
門
天
は
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
今
は
残
さ
れ
て
い
な
い
「
飛
倉
の
巻
」
冒
頭
の
詞
章
が
『
古

本
』
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
よ
り
は
っ
き
り
す
る
の
だ
ろ
う
。
命
蓮
が

信
景
山
の
山
中
で
行
い
出
し
た
「
小
さ
や
か
な
る
厨
子
仏
」
は
、
『
宇
治
拾
遺
』

で
「
毘
沙
門
に
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
」
と
注
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
古
本
』
に
は
そ
の
記
述
が
な
い
。
『
宇
治
拾
遺
』
話
は
毘
沙
門
天
に
(
絵
語

り
)
と
同
じ
位
置
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
注
記
を
も

た
な
い
『
古
本
』
は
物
語
に
毘
沙
門
が
参
与
す
る
契
機
を
構
造
化
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
『
古
本
』
話
に
近
く
『
宇
治
拾
遺
』
話
に
遠
い
絵
巻
詞
車
は
、

お
そ
ら
く
『
古
本
』
と
同
じ
位
置
を
毘
沙
門
に
与
え
て
い
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ

は
上
の
語
り
の
結
び
方
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
(
絵
語
り
)
に
お
け
る
毘
沙
門
天
の
文
脈
は
、
法
華
経
の
文
脈

同
様
、
詞
章
と
呼
び
合
う
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
毘
沙
門
天
と
法
華
経
は
、

(
絵
語
り
)
全
体
の
表
現
構
造
を
さ
さ
え
る
主
要
な
文
脈
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
多
く
の
補
完
関
係
を
一
方
で
指
摘
で
き
る
『
縁
起
』
の
絵
と

詞
章
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
は
か
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
逆

説
め
い
た
言
い
方
に
な
る
が
、
『
縁
起
』
の
(
絵
語
り
)
に
あ
る
法
華
経
や
昆

抄
門
天
の
文
脈
が
詞
章
に
見
え
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
が
命
蓮
の
物
語
に
と
っ
て

最
も
主
要
な
文
脈
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の

物
語
を
描
き
込
ん
で
語
り
を
拡
散
さ
せ
る
一
方
で
、
絵
は
作
品
表
現
の
主
題
を

も
っ
と
も
明
瞭
な
形
で
表
象
す
る
。
対
し
て
詞
章
は
、
絵
画
化
で
き
な
い
部
分

(
音
声
、
時
・
所
の
指
定
、
人
物
説
明
、
事
象
相
互
の
囚
果
関
係
、
等
)
を
補

い
つ
つ
物
語
の
展
開
を
線
条
化
し
一
元
化
し
て
、
幅
換
す
る
絵
画
画
面
に
表
層

の
秩
序
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
し
か
る
べ
き
者
の
し
か
る
べ
き
(
絵

解
き
)
剛
の
う
ち
に
関
係
を
顕
在
化
さ
せ
て
『
縁
起
』
の
表
現
を
完
結
さ
せ
る
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の
で
あ
る
。

六
　
「
信
濃
国
聖
事
」
-
説
話
(
語
り
)
の
形
成
-

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
縁
起
』
の
表
現
と
説
話
集
の
本
話
題
と
は
ど
の

よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
の
二
つ
目
は
こ
の
点
で
あ
る
。

『
古
本
』
所
収
話
の
語
り
口
に
『
縁
起
』
詞
章
と
の
近
似
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
『
縁
起
』
Ⅲ
「
尼
公
の
巻
」
冒
頭
の
詞
章
に
対

応
す
る
次
の
部
分
な
ど
は
、
説
明
的
な
語
り
口
に
(
絵
解
き
)
語
り
の
名
残
を

指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

か
か
る
程
に
、
q
叫
到
叫
姉
ぞ
、
一
人
あ
り
け
る
。
可
」
l
l
叫
到
、
l
l
l
笥
馴
晶
引

て
上
り
け
る
ま
ま
に
か
く
て
年
比
見
え
ね
ば
、
「
あ
は
れ
、
こ
の
小
院
、
東

大
寺
に
て
受
戒
せ
む
と
て
上
り
し
ま
ま
に
見
え
ぬ
。
か
う
ま
で
年
比
見
え

ぬ
、
い
か
な
ら
む
」
と
、

し
か
し
、
こ
こ
で
も
問
題
な
の
は
、
上
に
見
た
と
お
り
、
『
古
本
』
話
の
物
語

も
ま
た
毘
沙
門
天
と
法
華
経
の
文
脈
を
備
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
絵
解
き

の
口
吻
を
伝
え
な
が
ら
も
(
絵
語
り
)
の
構
図
を
言
語
化
し
え
て
い
な
い
説
話

(
語
り
)
。
そ
し
て
、
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
説
話
は
、
〝
飛
倉
″
の
物
語
の
末

尾
に
、い

と
/
＼
あ
さ
ま
し
く
尊
け
れ
ば
、
主
の
い
ふ
や
う
、
「
し
ば
し
、
皆
な
達
は

し
そ
。
米
二
三
百
は
と
ど
め
て
使
は
せ
給
へ
」
と
い
へ
ば
、
聖
「
あ
る
ま
じ

き
事
也
。
そ
れ
、
こ
1
に
置
き
て
は
何
に
か
せ
ん
」
と
い
へ
ば
、
「
さ
は
、

た
ゞ
つ
か
は
せ
給
(
ふ
)
ば
か
り
、
十
廿
を
も
」
　
と
い
ヘ
ビ
、
「
さ
ま
で
も

い
る
べ
き
事
あ
ら
は
こ
そ
留
め
1
」
と
て
、

と
『
縁
起
』
詞
章
に
な
い
聖
と
長
老
と
の
や
り
と
り
を
記
し
、
〝
延
喜
加
持
″

の
物
語
の
勅
使
の
こ
と
ば
(
「
さ
て
は
、
も
し
を
こ
た
ら
せ
お
は
し
ま
し
た
り

と
も
、
い
か
で
か
聖
の
し
る
L
と
は
知
る
べ
き
」
)
に
続
け
て
、

「
そ
れ
は
託
が
験
と
い
ふ
こ
と
知
ら
せ
給
は
ず
と
も
、
た
ゞ
御
心
地
だ
に
お

こ
た
ら
せ
給
(
ひ
)
な
は
、
よ
く
供
(
ひ
)
な
ん
」
と
い
へ
ば
、
御
使
の
蔵

人
「
さ
る
に
て
も
、
い
か
で
か
数
多
の
御
祈
り
の
中
に
も
そ
の
験
と
見
え
ん

こ
そ
よ
か
ら
め
」
と
い
へ
ば
、

と
新
た
に
会
話
を
加
え
て
い
る
。
と
も
に
命
蓮
の
貪
欲
・
貪
名
利
に
無
縁
な
姿

を
強
調
す
る
描
写
部
分
だ
が
、
前
者
は
引
用
の
の
ち
を
「
主
の
家
に
、
確
か
に

皆
を
ち
ゐ
に
け
り
」
と
結
ん
で
文
脈
の
不
整
合
を
残
し
、
後
者
は
「
さ
ら
ば
祈

り
参
ら
せ
ん
。
…
…
」
田
と
続
い
て
引
用
部
分
の
せ
っ
か
く
の
強
調
を
台
無
し

に
し
か
ね
な
い
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
加
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
『
古
本
』
話
は
『
縁
起
』
に
命
蓮
の
〝
聖
″
性
を
読
み
取
っ
て

一
語
の
語
り
の
再
構
成
を
目
論
ん
だ
も
の
と
見
ら
れ
、
こ
の
〝
聖
″
性
に
媒
介

さ
れ
て
信
景
山
に
詣
で
る
人
々
を
語
り
つ
つ
、
命
蓮
〝
聖
″
称
賛
の
(
語
り
)

の
構
図
を
組
み
立
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は

つ
い
に
毘
沙
門
天
の
、
ま
た
法
華
経
の
文
脈
が
頼
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
『
古
本
』
話
が
『
縁
起
』
に
直
接
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
(
絵
語
り
)
が
し
か
る
べ
き
者
の
し
か
る
べ
き
(
絵

解
き
)
を
得
な
か
っ
た
事
実
を
伝
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
宇
治
拾
遺
』
話
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
本
文
は
『
縁
起
』

詞
章
に
遠
く
、
上
の
加
筆
部
分
を
持
つ
な
ど
『
古
本
』
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
よ
り
整
備
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
子
細
に
み

れ
ば
(
絵
解
き
)
の
口
吻
が
見
出
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

〝
飛
倉
″
　
の
物
語
の
宙
に
浮
ん
だ
倉
を
追
う
人
々
の
描
写
。

そ
の
わ
た
り
の
人
々
も
み
な
走
り
に
け
り
。
さ
て
見
れ
ば
、
や
う
〈
飛
び

て
、
河
内
の
国
に
、
此
聖
の
お
こ
な
ふ
山
の
中
に
飛
び
行
て
、
聖
の
坊
の
か
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た
は
し
に
、
ど
う
と
落
ち
ぬ
。

こ
の
部
分
は
『
縁
起
』
詞
章
が
欠
け
て
い
て
比
較
が
で
き
な
い
が
、
『
古
本
』

は
「
走
り
」
を
「
い
き
」
と
し
傍
線
後
者
の
部
分
を
持
っ
て
い
な
い
。
「
走
り
」

と
い
い
「
山
の
中
に
飛
び
行
て
」
「
聖
の
坊
(
の
か
た
は
し
)
」
と
い
い
、
い
ず

れ
も
絵
巻
の
図
柄
と
の
閑
適
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
〝
尼
公
″
の
物
語
末
尾
の

再
会
場
面
で
「
い
へ
は
…
…
」
「
み
れ
ば
…
…
」
「
い
へ
ば
…
…
」
「
み
れ
ば
…

…
」
「
さ
て
」
(
三
回
)
と
歯
切
れ
よ
く
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
、
絵
巻
の
異
時
同

図
法
に
対
応
し
、
絵
解
き
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
体
の
特
徴
に
通
じ
、
そ
れ
ら
を
表
現
の
仕
掛
け
と
し
て
仕
組
ん
で
い
た

と
お
は
し
い
『
宇
治
拾
遺
』
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
田
速
断
は
か
え
っ
て
足
許
を

す
く
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
一
応
の
注
意
を
払
っ
て
お
く
こ
と
は
無

駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
(
絵
解
き
)
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
つ
つ
も
『
古
本
』
話
に
近
い
本

文
を
備
え
る
『
宇
治
拾
遺
』
話
は
、
し
か
し
『
古
本
』
話
の
よ
う
に
命
蓮
の

〝
聖
″
性
に
の
み
日
を
と
め
て
物
語
を
語
っ
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
冒
頭
、
命
蓮
の
行
い
出
し
た
「
ち
い
さ
や
か
な
る
厨
子
仏
」

に
は
「
毘
沙
門
に
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
」
と
の
注
釈
的
な
説
明
が
付
さ
れ
、

一
話
の
全
体
に
毘
沙
門
天
の
文
脈
を
周
到
に
用
意
し
て
い
る
し
、
こ
れ
と
対
応

す
る
か
の
よ
う
に
、
末
尾
、
『
縁
起
』
詞
章
『
古
本
』
話
に
「
さ
て
信
貴
と
て

え
も
言
は
ず
げ
ん
じ
給
ふ
所
に
(
て
)
今
に
人
々
明
け
暮
れ
参
る
」
と
あ
っ
た

部
分
は
、

さ
て
信
貴
と
て
、
え
も
言
は
ず
験
あ
る
所
に
て
、
今
に
人
々
明
け
暮
れ
参

る
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
詞
章
と
『
古
本
』
話
は
待
遇
表
現
に
信
貴
山
の
毘
沙
門

天
を
示
し
、
命
蓮
に
媒
介
さ
れ
て
参
詣
す
る
人
々
の
事
を
語
る
。
対
し
て
、
待

遇
表
現
を
廃
し
信
貴
山
を
「
験
あ
る
所
」
と
説
明
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
は
、
物

語
に
語
り
き
た
っ
た
命
蓮
の
功
験
を
〝
信
景
山
の
験
″
の
一
例
と
し
て
絡
め
取

り
、
験
を
も
た
ら
す
毘
沙
門
に
焦
点
を
当
て
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
毘
沙
門

天
は
か
り
で
は
な
い
。
『
宇
治
拾
遺
』
当
該
話
に
は
法
華
経
の
影
は
見
出
せ
な

い
け
れ
ど
も
、
次
話
「
敏
行
朝
臣
事
」
は
著
名
な
不
浄
の
法
華
経
書
写
の
一

件
。
ま
た
、
前
話
「
下
野
武
正
大
風
雨
日
参
法
性
寺
殿
事
」
の
武
正
の
姿
(
「
あ

か
か
う
の
上
下
に
蓑
・
笠
を
着
て
、
蓑
の
上
に
抱
を
帯
に
し
て
、
ひ
笠
の
上
を

又
お
と
が
ひ
に
縄
つ
け
て
か
ら
げ
付
け
て
、
虎
杖
つ
き
て
、
走
り
ま
は
り
て
お

こ
な
ふ
」
)
は
、
〝
虎
杖
″
を
通
し
て
空
也
へ
の
連
想
を
導
く
で
あ
ろ
う
。
『
宇

治
拾
遺
』
が
、
隣
接
す
る
説
話
相
互
を
共
通
要
素
で
繋
い
で
連
鎖
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
関
連
性
を
契
機
に
互
い
に
働
き
掛
け
合
っ
て
多
元
的
な
表
現
を
成
立

さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
。
隣
接
二
話

は
、
お
そ
ら
く
当
該
話
の
〝
桐
″
に
空
也
と
松
尾
明
神
の
物
語
を
呼
び
起
こ
す

仕
掛
け
で
あ
る
。
〝
桐
″
は
〝
(
剣
)
護
法
童
子
″
と
結
ん
で
法
華
経
の
文
脈
を

浮
上
さ
せ
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
で
伝
承
世
界
の
命
蓮
　
(
『
僧
炒
達
蘇
生
注
記
』

『
法
華
険
記
』
中
8
0
-
『
今
昔
物
語
集
』
一
四
1
8
に
も
ー
)
が
想
起
さ
れ
る
場

合
も
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
『
宇
治
拾
遺
』
話
は
こ
う
し
て
法
華
経
の
文
脈
を

表
現
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『
宇
治
拾
遺
』
話
の
表
現
が
(
絵
語
り
)
に
お
け
る
毘
沙
門
天
・

法
華
経
文
脈
の
全
く
の
再
現
と
し
て
あ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
注
意

し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
は
、
語
末
に
は
『
古
本
』
同
様
、

此
毘
沙
門
は
、
命
運
聖
の
お
こ
な
い
出
し
た
て
ま
つ
り
け
る
と
か
。

の
注
記
が
付
さ
れ
る
が
、
一
話
の
冒
頭
「
ち
い
さ
や
か
な
る
厨
子
仏
」
に
先
に

引
い
た
よ
う
な
記
載
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
重
複
す
る
注
記
と
な
る
。
叙
述
に

巧
妙
な
仕
掛
け
を
用
意
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
に
し
て
は
い
く
ぷ
ん
不
用
意
な
も
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の
の
ご
と
く
だ
が
、
こ
こ
を
起
点
に
、
「
此
」
の
さ
す
内
容
を
倉
の
木
端
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
毘
沙
門
か
と
疑
う
と
、
一
話
は
に
わ
か
に
不
協
和
音
を
響
か
せ

る
こ
と
に
な
る
。
倉
の
木
端
で
作
っ
た
毘
沙
門
の
験
を
「
聞
く
人
、
縁
を
尋
ね

て
、
其
倉
の
木
の
端
を
ば
買
ひ
と
り
け
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
々
の
買
い

求
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
毘
沙
門
こ
そ
が
「
命
蓬
の
お
こ
な
い
出
し
た
」
る
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
聞
く
」
は
『
古
本
』
話
に
な
く
、

『
か
ひ
と
り
け
り
』
は
詞
章
に
「
こ
ひ
け
り
」
と
あ
る
。
〝
こ
″
〝
か
〃
の
誤
写

関
係
な
ど
の
可
能
性
も
あ
り
、
あ
ま
り
細
部
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
の
は
誤
読
を

招
い
て
危
険
だ
が
、
こ
こ
に
『
宇
治
拾
遺
』
の
創
意
を
み
と
め
る
と
す
れ
ば
、

一
話
は
、
木
端
で
毘
沙
門
天
を
作
っ
て
そ
の
験
を
宣
伝
し
、
こ
れ
を
売
っ
て
浄

財
集
め
に
余
念
が
な
か
っ
た
〝
聖
″
命
蓮
の
姿
を
映
し
出
す
。
そ
の
場
合
、
次

話
は
対
照
話
題
と
し
て
で
は
な
く
、
仏
教
に
不
浄
の
心
を
以
て
関
わ
っ
た
人
物

の
話
題
と
し
て
本
話
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
『
信
貴
山
寺
資

財
宝
物
帳
』
に
伝
え
る
、
寺
の
経
営
に
腐
心
し
た
命
蓮
の
実
像
が
こ
れ
に
重
な

っ
て
も
こ
よ
う
。
複
眼
的
視
線
を
も
っ
て
説
話
を
語
り
直
す
こ
の
作
品
の
個
性

に
即
し
て
み
れ
ば
、
か
よ
う
な
文
脈
を
も
う
一
つ
押
さ
え
て
お
い
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

毘
沙
門
天
の
利
生
、
命
蓮
の
法
華
経
読
諭
功
徳
、
〝
聖
″
命
蓬
の
物
語
、
さ

ら
に
は
山
の
経
営
に
余
念
の
な
か
っ
た
命
蓮
聖
等
々
。
拡
散
す
る
　
『
宇
治
拾

遺
』
話
の
表
現
。
こ
れ
は
ど
こ
か
(
絵
語
り
)
の
構
図
に
に
か
よ
っ
て
も
い
る
。

*

以
上
、
『
古
本
』
話
と
『
宇
治
拾
遺
』
話
と
に
お
け
る
本
話
題
の
(
語
り
)

の
構
図
を
探
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
し
て
も
両
者
の
表
現
の
異
な
り
は
ど
う
だ
ろ

ぅ
。
観
念
的
に
〝
聖
″
性
を
手
繰
り
寄
せ
て
(
語
り
)
を
一
元
化
し
て
い
く
前

者
。
こ
れ
に
対
し
て
『
宇
治
拾
遺
』
は
、
絵
巻
の
文
脈
を
構
造
化
し
、
さ
ら
に
.

こ
れ
を
相
対
化
し
て
複
線
化
し
た
意
味
表
現
を
説
話
(
語
り
)
の
構
図
と
し
て

引
き
直
し
て
い
る
。

(
絵
語
り
)
と
説
話
(
語
り
)
と
。
絵
と
言
語
、
具
象
と
観
念
と
い
っ
た
根

源
的
な
相
違
を
學
む
両
者
の
(
語
り
)
ほ
、
こ
う
し
て
説
話
(
語
り
)
の
種
差

に
応
じ
て
表
現
性
に
関
す
る
相
同
性
の
濃
淡
を
見
せ
か
け
る
。
『
縁
起
』
の
(
絵

語
り
)
と
『
宇
治
拾
遺
』
話
と
の
相
同
性
の
本
線
は
、
両
者
を
結
ぶ
回
路
が
も

う
少
し
明
ら
か
に
な
ら
な
く
て
は
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
本
文
に
お
け
る
へ
絵

語
り
)
の
絵
解
き
と
の
関
係
は
見
た
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
を
根
拠
に
『
縁
起
』

の
(
絵
語
り
)
と
『
宇
治
拾
遺
』
の
(
語
り
)
と
の
連
な
り
を
(
絵
解
き
)
に

媒
介
さ
せ
て
図
式
化
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
　
『
宇
治
拾
遺
』
　
の
正
体
を
見

誤
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
2
5
　
「
鼻
長
僧
事
」
　
に
お
い

て
、こ

の
童
、
鼻
を
ひ
ん
と
て
、
そ
ば
ざ
ま
に
向
き
て
鼻
を
ひ
る
程
に
、
手
ふ
る

ひ
て
鼻
も
た
げ
の
木
ゆ
る
ぎ
て
、
鼻
は
づ
れ
て
、
粥
の
中
へ
鼻
ふ
た
り
と
う

ち
い
れ
つ
。

と
あ
る
よ
う
に
出
来
事
の
映
像
的
描
写
に
す
ぐ
れ
て
い
た
『
宇
治
拾
遺
』
を
想

い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
表
現
性
の
形
成
に
絵
画
の
世
界
が
関
与
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。
と
も
あ
れ
今
は
、
拡
散
す
る
文
脈
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
(
絵
語
り
)
の
構
図
が
、
言
語
を
以
て
な
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
説

話
の
、
ま
た
作
品
の
(
語
り
)
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
筆

を
描
く
こ
と
と
し
よ
う
。

注
の
　
佐
野
み
ど
り
氏
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
(
上
山
春
平
編
『
研
究
発
表
と

座
談
会
「
絵
巻
の
諸
問
題
」
』
(
仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究

会
発
行
、
八
八
3
)
)
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用
　
(
絵
語
り
)
は
、
徳
田
和
夫
氏
に
よ
っ
て
「
桧
を
表
現
し
て
伝
達
す

る
、
絵
を
説
明
し
て
伝
達
す
る
と
い
う
二
義
を
一
挙
に
包
合
す
る
」
タ
ー

ム
と
し
て
提
案
さ
れ
た
語
で
あ
る
(
「
絵
解
き
研
究
の
現
在
・
未
来
」
『
解

釈
と
鑑
賞
』
八
二
1
0
)
。
絵
画
を
め
ぐ
る
表
現
の
営
み
を
分
節
化
し
っ
つ

視
野
に
収
め
る
上
で
、
有
効
な
琴
盲
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
「
絵

画
に
よ
る
語
り
」
と
い
う
程
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

用
　
家
、
竺
二
郎
氏
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
文
化
史
的
背
景
」
(
『
仏
教
芸
術
』

2
7
、
五
六
3
)
。
注
の
佐
野
氏
論
文
。

初
　
注
の
佐
野
氏
論
文
。
小
山
晴
男
氏
「
絵
巻
の
空
間
-
日
本
/
そ
の
国
学

的
考
察
」
(
川
田
順
造
・
山
本
吉
左
右
両
氏
昂
『
口
頭
伝
承
の
比
較
研
究

3
』
弘
文
堂
刊
、
八
六
1
2
)

の
　
小
峯
和
明
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
と
絵
巻
」
(
『
説
話
文
学
研
究
』
軍
、
八

六
6
)

的
　
佐
野
み
ど
り
氏
「
絵
解
き
・
説
話
絵
巻
の
語
り
ロ
ー
風
俗
表
現
の
意
味

と
機
能
」
(
『
i
S
』
3
0
、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
発
行
、
八
五
1
2
)

の
　
こ
こ
の
経
巻
に
つ
い
て
は
、
亀
田
孜
氏
　
「
信
貴
山
縁
起
虚
実
雑
考
」

(
『
仏
教
芸
術
』
2
7
、
五
六
3
)
が
、
「
傍
の
経
几
に
載
せ
た
七
巻
の
経
軸

は
法
華
経
か
も
知
れ
な
い
と
思
え
ば
、
命
蓮
の
持
経
老
た
る
所
以
を
語
り

類
に
と
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
当
該
画
面
、
左
端
の
一
巻
の
右
側
は

二
巻
交
差
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
こ
れ
を
も
っ
て
八
巻
と
し
た
。

伺
　
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
佐
藤
晃
氏
「
富
を
め
ぐ
る
話
」
(
『
弘
前
大
学
国
語

国
文
学
』
1
4
、
九
二
3
)
が
こ
の
立
場
か
ら
立
論
し
て
い
る
。

用
　
引
用
は
続
々
群
書
類
従
(
十
六
雑
)
に
よ
る
。

細
　
注
の
亀
田
氏
論
文
。
笠
井
昌
昭
氏
「
信
貴
山
縁
起
説
話
の
成
立
と
聖
徳

太
子
信
仰
」
(
同
志
社
大
学
『
文
化
学
年
報
』
埠
、
六
三
3
)
な
ど
。

帥
　
大
串
純
夫
氏
「
信
貴
山
縁
起
の
画
面
解
釈
(
三
)
」
(
『
国
華
』
七
四
〇
、

五
三
1
1
)

的
　
注
的
笠
井
氏
論
文
。

㈹
　
下
店
静
市
氏
「
信
貴
山
縁
起
の
内
容
」
(
『
画
説
』
軍
、
三
八
9
)

的
一
桜
井
好
朗
氏
「
社
寺
縁
起
の
世
界
-
巨
視
的
に
」
(
『
大
系
・
仏
教
と
日

本
人
』
9
、
春
秋
社
刊
、
八
五
1
1
)
、
阿
部
泰
郎
氏
「
山
に
行
う
聖
と
女

人
-
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
と
東
大
寺
・
善
光
寺
-
」
(
『
大
系
・
音
と
映

像
と
文
字
に
よ
る
日
本
　
歴
史
と
芸
能
3
　
西
方
の
春
-
修
正
会
・
修
二

会
』
平
凡
社
刊
、
九
一
2
)

的
　
引
用
は
小
林
芳
規
氏
昂
『
法
華
首
座
開
書
抄
総
索
引
』
(
武
蔵
野
書
院

刊
、
七
五
3
)
に
よ
る
。

㈹
　
引
用
は
小
松
茂
美
氏
編
『
日
本
の
絵
巻
4
　
信
貴
山
縁
起
』
に
よ
る
。

的
　
引
用
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
。

的
　
引
用
は
日
本
思
想
大
系
7
『
往
生
伝
・
法
華
険
記
』
に
よ
る
。

鯛
　
法
華
経
行
者
の
護
法
を
毘
沙
門
番
屈
と
す
る
例
に
は
性
空
譚
(
『
今
昔
』

十
二
3
4
)
が
あ
る
。
注
の
亀
田
氏
論
文
参
照
。

餉
　
注
的
阿
部
氏
論
文

の
　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
も
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
観
音
利
益
集
』
1
9

「
摂
津
国
十
一
面
」
の
慈
信
話
題
や
大
正
十
五
年
信
貴
山
成
福
院
福
輯

『
信
貴
山
』
の
所
伝
(
中
村
義
雄
氏
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い

て
-
覚
え
書
ふ
う
に
-
、
」
(
『
仏
教
芸
術
』
2
7
、
五
六
3
)
に
所
引
)
に

よ
っ
て
も
い
え
る
と
思
う
。

㊥
　
大
串
純
夫
氏
「
信
貴
山
縁
起
画
面
解
釈
(
一
)
」
(
『
国
華
』
七
三
八
号
、

五
三
9
)

の
　
注
何
小
峯
氏
論
文
。

幽
一
渋
沢
敬
三
氏
・
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
新
版
・
絵
巻

物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
給
引
』
第
一
巻
(
平
凡
社
刊
、
八
四
8
)
　
二

八
頁
。
注
囚
小
峯
氏
論
文
。

内
　
藤
田
経
世
氏
　
「
さ
か
え
、
そ
し
て
お
と
ろ
え
」
(
藤
田
・
秋
山
光
和
両

氏
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
(
第
二
版
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
七
二
4
)

の
「
民
衆
へ
の
つ
め
た
い
ま
な
ざ
し
」
項
が
人
物
の
表
情
に
つ
い
て
考
察
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を
加
え
て
い
る
。

餌
　
『
縁
起
』
　
の
命
蓬
に
法
華
経
持
経
者
の
色
合
い
が
濃
い
と
な
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
別
人
と
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
四
「
僧
明
蓮
持
法
花
知
前

世
語
第
一
八
」
(
出
典
『
法
華
験
記
』
中
8
0
)
　
の
法
隆
寺
僧
明
蓮
も
同
一

人
物
と
み
な
し
、
そ
の
別
話
題
を
伝
え
た
も
の
と
考
え
得
る
こ
と
と
な
ろ

う
が
、
今
こ
れ
に
つ
い
て
は
お
く
。

帥
　
小
林
太
市
郎
氏
「
信
貴
山
縁
起
の
分
析
」
「
同
続
」
(
『
仏
教
芸
術
』
5
0
、

六

二

1

2

/

5

1

、

六

三

5

)

幽
　
以
下
、
引
用
は
『
古
典
資
料
類
従
6
　
古
本
説
話
集
』
(
勉
誠
社
刊
、

七
七
4
)
に
ょ
る
。

幽
　
以
下
、
引
用
は
桜
井
光
昭
氏
編
『
三
本
対
照
宇
治
拾
遺
物
語
』
(
武
蔵

野
書
院
刊
、
八
九
6
)
　
に
よ
る
。

餉
　
Ⅲ
巻
冒
頭
の
詞
章
に
「
さ
す
が
に
廿
よ
年
に
な
り
に
け
れ
げ
そ
の
か
み

の
事
を
知
り
た
る
人
は
な
く
て
」
と
あ
る
所
は
、
『
僧
妙
達
蘇
生
注
記
』

、
力
7

ん
V

、
旬
日
7

′
R
Y

の
「
三
十
年
之
内
奉
読
法
花
」
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

の
み
で
は
詞
章
が
法
華
経
の
文
脈
を
導
く
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は

『
縁
起
』
作
者
が
命
蓮
法
華
経
読
詞
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
合
せ
て
い

た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

注
餉
小
林
氏
論
文
(
後
、
小
林
太
市
郎
著
作
集
第
一
巻
に
再
録
)
川
口

久
雄
「
古
本
説
話
集
の
世
界
-
説
話
と
説
話
画
-
」
(
『
日
本
の
説
話
』
第

2
巻
、
東
京
美
術
刊
、
七
三
9
)
は
(
絵
解
き
)
が
実
際
に
な
さ
れ
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
。

詞
章
は
「
も
し
祈
り
止
め
ま
い
ら
せ
た
ら
は
、
」
。
す
な
わ
ち
、
権
門
僧

の
加
持
を
と
ど
め
さ
せ
て
依
頼
に
応
じ
る
命
蓮
を
描
く
。

拙
稿
「
宇
治
拾
遺
物
語
論
-
表
現
性
と
そ
の
位
相
-
」
(
福
岡
女
子
大

『
文
芸
と
思
想
』
5
5
、
九
一
3
)

(
た
け
む
ら
・
し
ん
じ
/
広
島
大
学
)
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(
絵
語
り
)
　
の
構
図竹

　
村
　
信
　
治

(
絵
語
り
)
は
、
「
絵
を
表
現
し
て
伝
達
す
る
、

絵
を
説
明
し
て
伝
達
す
る
と
い
う
二
義
を
一
挙
に
包

合
す
る
」
タ
ー
ム
と
し
て
徳
田
和
夫
に
よ
っ
て
提
案

さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
様
の
営
み

を
、
『
信
貴
山
縁
起
』
と
そ
の
同
話
『
古
本
説
話
集
』

6
5
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
1
0
1
の
三
者
の
比
較
を
通
じ
て

検
討
し
た
。
〝
た
い
″
・
木
片
の
本
縁
を
語
っ
て
こ
れ

と
帰
依
と
の
交
換
を
求
め
る
『
縁
起
』
は
(
読
み
取

ら
れ
る
た
め
の
道
具
)
と
し
て
絵
を
語
り
、
『
縁
起
』

と
近
い
本
文
を
も
つ
『
古
本
』
は
『
縁
起
』
の
命
運

を
(
聖
)
性
の
文
脈
に
絡
め
取
っ
て
解
い
て
い
る
。

そ
し
て
『
宇
治
』
は
そ
の
双
方
を
語
り
つ
つ
、
命
蓮

の
(
俗
)
　
へ
の
視
線
も
用
意
す
る
。
三
者
は
三
様
の

物
語
を
三
様
の
語
り
方
で
語
る
が
、
『
縁
起
』
の
「
修

辞
的
用
法
」
と
し
て
の
風
俗
表
現
の
存
在
は
、
『
宇

治
』
に
見
る
多
元
的
多
義
的
な
表
現
性
の
形
成
へ
の

回
路
の
一
つ
と
も
看
傲
さ
れ
る
。



104

The Design of " Egatari (Story-Telling through Pictures)" :

On Shigisan-Engi (The Origin of the Holy Mountain

of Shigi) and "The Priest of Shinano"

Shinji Takemura

The term "Egatari" was proposed, by Kazuo Tokuda, as the term that would

"unite the double significance of communicating through pictorial expressions

and communicating by way of explaining picture." I have tried to examine the

double function by comparing the three tales of Shigisan-Engi, and its variations,

namely, the 65th episode of Kohon-Setsuwashu and 101th episode of Ujishili-Mono-

gatari. Shigisan-Engi, which narrates the identity of the piece of wood called

"tai" and requires the exchange between the piece and the act of conversion,

represents pictures as "a means of interpretation." Kohon, whose text closely

resembles that of Engi, interprets the fate of Engi in the context of the

sacred. Uji presents both the instrumentality of the picture and the sacredness

of the fate, while preparing for the interpretation of the fate in the context of

theprofane. The three tales narratethree different stories in three different
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ways. Yet, one could suggest that the description of the common life as a

"rhetorical mode" by Engi is one of the conduits to the plurally-motivated and

polysemous expressions in Uji.




