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桑
略
記
』
の
抄
出
物
と
さ
れ
、
一
文
学
作
品
と
し
て
の
評
価
は
低
い
と
見
な
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

近
年
の
研
究
で
は
、加
納
重
文
氏
が「『
水
鏡
』記
事
の
独
自
性
―『
扶
桑
略
記
』

と
の
史
料
比
較
か
ら
―
」
（
３
）
に
お
い
て
、『
水
鏡
』
と
『
扶
桑
略
記
』
を
は
じ
め
と

す
る
史
料
を
比
較
し
、
平
田
氏
の
「
水
鏡
に
お
い
て
略
記
に
追
加
す
る
記
事
は

な
い
」
と
い
う
検
討
結
果
を
認
め
な
が
ら
も
、

略
記
記
事
の
取
用
に
あ
た
っ
て
、完
全
に
無
思
慮
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

書
き
加
え
ら
れ
た
記
述
の
な
か
に
、『
水
鏡
』
と
独
自
的
な
思
考
を
伺
え

る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

１
．
仏
教
の
方
面
へ
の
格
別
な
関
心

２
．
摂
関
と
し
て
の
藤
原
氏
の
立
場
を
擁
護
す
る
意
識

３
．
孝
養
仁
義
と
い
っ
た
倫
理
感

４
．
古
今
の
歴
史
を
比
較
観
照
か
ら
現
在
の
み
を
混
迷
と
捉
え
な
い
意
識

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、略
記
記
事
を
取
捨
選
択
す
る
態
度
か
ら
は
、

一
、
は
じ
め
に

『
水
鏡
』
は
四
鏡
で
は
三
番
目
に
成
立
し
た
作
品
だ
が
、
内
容
と
し
て
は
、

四
鏡
の
中
で
も
最
古
と
な
る
神
武
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
ま
で
の
事
項
を
編
年
体

で
記
載
し
て
い
る
。
喜
田
貞
吉
氏
は
「
水
鏡
と
扶
桑
略
記
、
水
鏡
の
価
値
を
論

ず
」
（
１
）

に
お
い
て
、「
此
の
一
部
の
書
、
之
を
無
遠
慮
に
評
す
れ
ば
、
極
め
て
暗

き
史
眼
を
以
て
扶
桑
畧
記
を
抄
録
し
、之
を
多
少
敷
衍
し
て
仮
名
文
に
翻
訳
し
、

之
に
極
め
て
取
る
に
足
ら
ぬ
俗
説
を
附
け
加
へ
、
而
し
て
一
編
の
趣
向
を
大
鏡

に
な
ら
へ
る
も
の
な
り
」と
評
価
し
た
。そ
の
後
、平
田
俊
春
氏
が
は
じ
め
て『
水

鏡
』
と
『
扶
桑
略
記
』
と
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
。
平
田
氏
は
「
水
鏡
の
成
立

と
扶
桑
略
記
」
（
２
）
に
お
い
て
、「
水
鏡
は
全
く
扶
桑
略
記
の
抄
訳
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
水
鏡
は
扶
桑
略
記
以
外
の
材
料
を

用
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
。
そ
れ
以
後
の
両
書
の
比

較
研
究
は
、
ほ
ぼ
氏
の
意
見
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、『
水
鏡
』
は
『
扶

『
水
鏡
』
の
歴
史
叙
述
の
特
徴

李
　
莘
　
梓

︱ 

そ
の
歴
史
観
と
世
界
意
識
に
つ
い
て 

︱
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間
や
藤
原
家
出
自
の
后
の
子
孫
の
伝
記
で
、
巻
七
は
源
氏
の
人
々
の
伝
記
で
、

巻
八
は
親
王
た
ち
の
伝
記
で
あ
る
。
こ
の
五
巻
は
紀
伝
体
史
書
の
列
伝
に
当
た

る
。
巻
九
は
人
物
伝
記
と
関
わ
り
の
薄
い
昔
話
、
巻
十
は
『
古
今
集
』
や
『
源

氏
物
語
』
の
著
者
紫
式
部
を
め
ぐ
る
問
答
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
言
え

ば
、『
今
鏡
』
も
紀
伝
体
の
形
で
物
語
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

『
水
鏡
』
は
先
行
の
『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
と
は
違
い
、
編
年
体
で
物
語
を
構

成
す
る
こ
と
で
、
歴
史
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
人
物
よ
り
歴
史
の
流
れ
そ
の

も
の
を
重
視
し
た
。

中
国
唐
代
の
劉
知
幾
は
『
史
通
』
に
お
い
て
、
編
年
体
を
次
の
よ
う
に
評
価

し
た
。夫

春
秋
者
、
繋
日
月
而
爲
次
、
列
時
歳
以
相
續
、
中
國
外
夷
、
同
年
共
世
、

莫
不
備
載
其
事
、
形
於
目
前
。
理
盡
一
言
、
語
無
重
出
。
此
其
所
以
爲
長

也
。
至
於
賢
士
貞
女
、
高
才
儁
德
、
事
當
衝
要
者
、
必
盱
衡
而
備
言
、
迹

在
沈
冥
者
、
不
枉
道
而
詳
説
。
如
絳
縣
之
老
、
杞
梁
之
妻
、
或
以
酬
晉
卿

而
獲
記
、
或
以
對
齊
君
而
見
録
。
其
有
賢
如
柳
惠
、
仁
若
顏
回
、
終
不
得

彰
其
名
氏
、
顯
其
言
行
。
故
論
其
細
也
、
則
纖
芥
無
遺
、
語
其
粗
也
、
則

丘
山
是
棄
。
此
其
所
以
爲
短
也
。
（
４
）

劉
知
幾
は
『
春
秋
』
を
編
年
体
歴
史
書
の
代
表
と
す
る
。
編
年
体
歴
史
書
は

時
間
順
で
古
今
東
西
の
歴
史
を
重
複
す
る
と
こ
ろ
な
く
細
か
く
記
述
し
、
物
事

の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
才
能
あ
る
人
の
国
を
治
め
る
記
事
も
き
ち
ん
と
記

録
す
る
。
し
か
し
、
柳
下
恵
や
顔
回
の
よ
う
な
賢
人
の
記
事
は
記
録
さ
れ
て
い

５
．
逸
話
・
挿
話
へ
の
関
心

６
．
奇
妙
な
性
的
好
奇
心

な
ど
も
、
追
加
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
『
水
鏡
』
の
独
自
性
を
ま
と
め
た
。

加
納
氏
を
は
じ
め
、近
年
の
研
究
は
『
水
鏡
』
の
独
自
性
を
論
ず
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
も
各
話
に
対
す
る
考
察
に
す
ぎ
ず
、
総
括
的
な
「
水
鏡
論
」
は
出
て

い
な
い
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
鏡
物
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

に
目
を
向
け
、『
水
鏡
』
の
歴
史
語
り
と
語
り
手
に
つ
い
て
検
討
し
、『
水
鏡
』

が
語
っ
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
、
著
者
の
歴
史
叙
述
の
意
図
を
考
察
す
る
。

二
、『
水
鏡
』
の
歴
史
語
り

『
水
鏡
』
以
前
の
鏡
物
『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
は
、
紀
伝
体
の
形
で
歴
史
を
叙

述
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
巻
一
は
仁
明
か
ら
後
一
条
ま
で
の
各
天
皇
の
伝
記
で
、
こ
の
部
分

が
紀
伝
体
史
書
の
帝
王
本
紀
に
当
た
る
。
巻
二
〜
巻
五
は
冬
嗣
か
ら
道
長
ま
で

の
各
代
藤
原
家
権
力
者
の
伝
記
で
、
こ
の
部
分
が
紀
伝
体
史
書
の
列
伝
に
当
た

る
。
巻
五
最
後
の
藤
原
氏
の
物
語
に
、
鎌
足
か
ら
道
長
ま
で
の
摂
関
家
の
略
記

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
巻
六
は
藤
原
家
と
関
わ
り
の
薄
い
昔
話
が
綴
ら
れ
て
い

る
。
総
じ
て
言
え
ば
、『
大
鏡
』
は
紀
伝
体
の
形
で
物
語
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

『
今
鏡
』
巻
一
〜
巻
三
は
後
一
条
か
ら
高
倉
ま
で
の
天
皇
家
の
伝
記
で
、
こ

の
部
分
が
紀
伝
体
史
書
の
帝
王
本
紀
に
当
た
る
。
巻
四
〜
巻
六
は
藤
原
家
の
人



̶ 31 ̶

く
な
っ
た
り
良
く
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
の
世
を
批
判
し
、
昔
の
世

に
憧
れ
る
の
は
不
適
切
で
、
こ
の
世
間
の
す
べ
て
を
厭
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う

道
理
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

２
．
歴
史
叙
述
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン

『
水
鏡
』
は
『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
と
比
べ
る
と
、
叙
述
さ
れ
る
歴
史
の
タ
イ

ム
ス
パ
ン
が
長
い
。

作
品

成
立
年
代

タ
イ
ム
ス
パ
ン

『
大
鏡
』

1120
年
前
後

嘉
祥
三
年
〜
万
寿
二
年
　
176
年
間

『
今
鏡
』

1170
年

万
寿
二
年
〜
嘉
応
二
年
　
146
年
間

『
水
鏡
』

12
世
紀
末

神
武
天
皇
〜
仁
明
天
皇
　
約

1522
年
間

『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
は
あ
く
ま
で
も
一
時
期
の
歴
史
を
中
心
と
し
て
記
述
を

行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
水
鏡
』
の
場
合
、
神
武
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
ま
で

の
約
一
五
二
二
年
間
の
長
い
歴
史
が
記
さ
れ
て
お
り
、
長
い
歴
史
を
総
括
的
に

把
握
す
る
著
者
の
歴
史
観
が
窺
え
る
。

３
．『
水
鏡
』
の
対
象
世
界

『
水
鏡
』
で
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
新
羅
の
事
情
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
記
事
は
仏
教
関
係
の
記
事
で
あ
り
、

①
仏
教
が
日
本
に
伝
来
す
る
ル
ー
ト

②
伝
来
し
た
後
の
仏
像
、
香
具
な
ど
の
輸
入
事
情

③
有
名
な
僧
侶
の
話

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、彼
ら
の
事
蹟
は
政
治
と
の
関
連
性
が
希
薄
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
編
年
体
歴
史
書
は
政
治
に
か
か
わ
る
も
の
は
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で

も
記
録
す
る
が
、
政
治
と
か
か
わ
り
が
な
い
場
合
、
た
と
え
歴
史
上
の
重
要
な

人
物
で
あ
っ
て
も
記
録
は
一
切
残
ら
な
い
。

劉
の
評
論
を
踏
ま
え
、『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
と
比
較
し
つ
つ
、『
水
鏡
』
を

分
析
す
る
と
、『
水
鏡
』
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
、

１
．『
水
鏡
』
著
者
の
独
自
の
歴
史
観

２
．
歴
史
叙
述
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン

３
．『
水
鏡
』
の
対
象
世
界

４
．
語
り
の
構
造

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
特
徴
１
、２
、３
を
簡
単
に
紹
介
し
、
特
徴
４
は
本
稿
の
中

心
と
し
て
第
三
節
で
詳
し
く
分
析
し
て
い
き
た
い
。

１
．『
水
鏡
』
著
者
の
独
自
の
歴
史
観

著
者
は
『
水
鏡
』
の
序
文
に
お
い
て
、
葛
城
の
翁
の
口
を
借
り
て
、

本
文
引
用
（
１
）

お
ほ
か
た
は
い
ま
の
よ
を
は
か
な
く
み
う
と
み
給
て
、
い
に
し
へ
は
か
く

し
も
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
あ
さ
く
お
ぼ
す
ま
じ
。
す
べ
て
三
界
は
い
と
ふ
べ

き
事
也
と
ぞ
お
ぼ
す
べ
き
。
こ
の
目
の
ま
へ
の
よ
の
あ
り
さ
ま
は
、
お
り

に
し
た
が
ひ
て
、
と
も
か
く
も
な
り
ま
か
る
な
り
。
い
に
し
へ
を
ほ
め
い

ま
を
そ
し
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
（
５
）

と
自
身
の
歴
史
観
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
間
の
事
は
時
代
に
従
っ
て
悪
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で
修
行
者
が
以
前
見
聞
し
た
も
の
を
さ
ら
に
老
尼
に
語
っ
た
。
つ
ま
り
、
物
語

の
真
の
語
り
手
は
葛
城
の
翁
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
節
で
は
葛
城
の

翁
に
纏
わ
る
第
一
の
語
り
の
構
造
を
分
析
す
る
。

一
昨
年
の
秋
に
、
修
行
者
は
葛
城
で
翁
と
出
会
い
、
翁
が
実
体
験
し
た
歴
史

を
聞
い
た
。
語
り
手
の
翁
の
身
分
が
は
っ
き
り
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し

て
、
先
行
の
鏡
物
で
は
、
歴
史
語
り
に
信
憑
性
を
与
え
る
た
め
、
語
り
手
は
歴

史
上
の
実
在
人
物
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。

『
大
鏡
』
に
お
い
て
、
語
り
手
の
世
継
は
宇
多
天
皇
の
母
で
あ
る
班
子
女
王

の
召
使
い
で
あ
り
、
も
う
一
人
の
語
り
手
で
あ
る
夏
山
重
木
は
藤
原
忠
平
が
蔵

人
の
少
将
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
小
舎
人
童
の
大
犬
丸
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
皇

族
や
藤
原
家
に
仕
え
る
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宮
廷
や
藤
原
家
の
内
情
に
詳
し

く
、
語
っ
た
皇
族
や
藤
原
家
の
話
に
は
信
憑
性
が
あ
る
。『
今
鏡
』
に
お
い
て
、

語
り
手
の
老
婦
は
自
分
が
『
大
鏡
』
を
語
っ
た
大
宅
世
継
の
孫
娘
の
あ
や
め
だ

と
名
乗
り
、昔
藤
原
彰
子
の
母
で
あ
る
倫
子
に
仕
え
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
た
。

紫
式
部
と
の
関
係
も
序
文
で
窺
え
る
。
そ
の
上
、
老
婦
の
養
女
も
宮
仕
え
の
身

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

①
孔
子
の
話

②
神
功
皇
后
の
新
羅
討
伐
の
話

③
新
羅
か
ら
来
た
、
天
皇
の
病
を
治
療
す
る
医
師
の
話

④
新
羅
か
ら
の
貢
物

な
ど
が
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
事
情
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、『
水
鏡
』
の
著
者
は
当

時
に
と
っ
て
の「
全
世
界
」を
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
院
政
・

鎌
倉
期
に
お
け
る
日
中
・
日
韓
の
間
の
緊
密
な
交
流
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。『
水
鏡
』
の
著
者
に
は
、「
世
界
」
に
目
を
向
け
、
世
界
に
お
い
て

の
日
本
、
日
本
の
外
側
か
ら
み
る
日
本
の
立
場
に
立
ち
、
日
本
の
歴
史
を
再
検

討
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
語
り
の
構
造

『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
の
展
開
の
仕
方
に
倣
い
、『
水
鏡
』
も
物
語
の
場
を
寺

院
に
設
定
し
、そ
こ
で
語
り
手
が
経
験
し
た〈
歴
史
〉を
聞
き
手
に
教
え
る
。『
大

鏡
』・『
今
鏡
』
の
場
合
、語
り
手
は
直
接
聞
き
手
に
自
分
の
体
験
を
語
る
が
、『
水

鏡
』
の
場
合
は
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
語
り
手
①
か
ら
聞
き
手
①
に
伝
え
た

後
、聞
き
手
①
が
語
り
手
に
変
わ
り
、聞
き
手
②
に
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
水

鏡
』
は
二
重
の
語
り
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
語
り
に
お
い
て
、
葛
城
で

翁
が
経
験
し
た
王
朝
史
を
修
行
者
に
語
り
、
第
二
の
語
り
に
お
い
て
、
長
谷
寺

図  

１

記
録

（
見
聞
）

口
伝

（
見
聞
）

口
伝

（
経
験
）

翁（
語
り
手
①
）↓
修
行
者（
聞
き
手
①
）↓
老
尼（
聞
き
手
②
）↓『
水
鏡
』

葛
城 

（
一
昨
年
の
秋
）

長
谷
寺 

（
今
年
二
月
）

今
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と
し
ご
ろ
は
べ
ち
に
さ
る
事
も
な
か
り
し
に
、
を
と
ゝ
し
の
あ
き
か
づ
ら

き
に
て
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
あ
ひ
侍
た
り
し
か
。
つ
ね
よ
り
も
心

す
み
て
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、
経
を
誦
し
た
て
ま
つ
り
し
に
、
谷
の
か
た

よ
り
、
人
の
け
し
き
の
し
て
ま
う
で
こ
し
か
ば
、
い
と
も
の
お
そ
ろ
し
く

お
ぼ
え
な
が
ら
、
経
を
ず
し
た
て
ま
つ
り
し
に
、
九
月
か
み
の
十
日
こ
ろ

の
事
に
て
、
月
の
い
り
が
た
に
な
り
侍
し
程
に
、
ほ
の
か
に
そ
の
か
た
ち

を
み
れ
ば
、
お
き
な
の
す
が
た
し
た
る
物
の
あ
さ
ま
し
げ
に
や
せ
神
さ
び

た
る
が
、
ふ
ぢ
の
か
は
を
あ
み
て
衣
と
し
、
竹
の
つ
ゑ
を
つ
き
た
る
が
き

た
れ
る
な
り
け
り
。
や
う
〳
〵
か
た
は
ら
へ
き
よ
り
て
い
ふ
や
う
、「
御

経
の
い
と
た
う
と
く
き
こ
え
侍
つ
れ
ば
、
ま
う
で
き
た
る
」
と
い
ふ
。
も
の

お
そ
ろ
し
く
お
ぼ
え
侍
し
か
ど
も
、
鬼
魅
な
ど
の
す
が
た
に
も
あ
ら
ざ
り
し

か
ば
、
仙
人
と
い
ふ
も
の
に
や
と
思
て
、
か
く
申
ほ
ど
に
、
八
の
巻
の
す
ゑ

つ
か
た
な
り
し
か
ば
、
又
一
部
を
誦
し
て
き
か
せ
侍
し
か
ば
、（
後
略
）

修
行
者
の
話
に
よ
る
と
、
翁
の
姿
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ａ
．
法
華
経
を
聴
聞
し
て
か
ら
現
れ
た
。

ｂ
．
痩
せ
細
っ
て
お
り
、
藤
の
皮
で
編
ん
だ
衣
を
着
、
杖
を
突
い
て
い
る
が
、

妖
怪
変
化
な
ど
の
姿
で
は
な
く
、
仙
人
の
よ
う
に
見
え
た
。

続
い
て
、
翁
は
自
分
の
経
歴
を
述
べ
る
。

本
文
引
用
（
３
）

神
代
よ
り
こ
の
か
づ
ら
き
、
吉
野
山
な
ど
を
す
み
か
と
し
て
、
と
き
〳
〵
は

か
た
ち
を
か
く
し
て
み
や
こ
の
あ
り
さ
ま
も
、
諸
国
に
い
た
る
ま
で
、
み

で
あ
り
、こ
の
養
女
か
ら
も
宮
廷
の
出
来
事
を
聞
い
た
と
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、

宮
廷
に
仕
え
る
身
分
を
明
か
す
こ
と
で
、
物
語
に
信
憑
性
を
与
え
よ
う
と
し
て

い
る
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、『
水
鏡
』
の
語
り
手
の
翁
の
身
の
上
は
謎
め
い
た
も

の
で
あ
る
。

高
橋
貢
氏
は
「『
水
鏡
』
の
序
文
を
め
ぐ
っ
て
」
（
６
）

に
お
い
て
、『
水
鏡
』
の
語

り
手
の
葛
城
の
仙
人（
７
）の

イ
メ
ー
ジ
は
、
一
言
主
神
と
役
行
者
を
重
ね
合
わ
せ
て

造
形
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
仙
人
が
「
藤
の
皮
の
衣
を
着
る
」
こ
と
は

『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
の
描
い
た
役
行
者
の
造
形
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
衣
装
の
類
似
性
と
仏
道
に
関
心
が
あ
る
こ
と
は
、
仙
人
が
造
形
さ
れ

た
時
に
、
役
行
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
参
考
に
し
た
証
拠
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま

た
、
仙
人
が
「
神
代
よ
り
、
こ
の
葛
城
、
吉
野
山
な
ど
を
住
処
と
し
て
」
い
る

こ
と
は
、
一
言
主
神
を
参
考
に
し
た
ゆ
え
の
設
定
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

河
北
騰
氏
も
「「
水
鏡
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
」
（
８
）

に
お
い
て
、
高
橋
氏
の
意
見

に
同
意
し
て
い
る
。

し
か
し
、
両
氏
の
論
で
は
語
り
手
で
あ
る
翁
の
一
部
の
性
質
の
み
を
重
点
的

に
検
討
し
て
お
り
、他
の
要
素
の
検
討
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、

翁
の
身
の
上
の
解
明
に
関
わ
る
『
水
鏡
』
の
す
べ
て
の
記
述
を
め
ぐ
り
、
考
察

を
行
い
た
い
。

ま
ず
、
翁
が
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
、
修
行
者
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

本
文
引
用
（
２
）
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も
聴
聞
し
て
い
る
。
故
に
、
翁
は
仏
教
の
信
者
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

ｆ
．翁
は
時
々
役
行
者
と
会
う
。翁
の
話
に
よ
る
と
、役
行
者
は
唐
国
に
渡
っ

た
後
、
三
年
に
一
度
日
本
に
戻
る
、
と
い
う
。
故
に
、
翁
は
役
行
者
と

の
付
き
合
い
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
手
が
か
り
を
通
し
て
も
、
翁
の
身
の
上
は
ま
だ
明
ら
か

で
は
な
い
。
以
前
の
鏡
物
と
同
様
、
翁
は
役
行
者
と
関
わ
り
が
あ
る
虚
構
人
物

で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
次
に
、
役
行
者
に
対
す
る
分
析
を
手
が
か
り

に
、
翁
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。『
水
鏡
』
に
お

け
る
翁
の
造
形
と
『
続
日
本
紀
』
（
９
）・
『
日
本
霊
異
記
』
（
10
）
・
『
三
宝
絵
詞
』
（
11
）
・
『
本

朝
神
仙
伝
』
（
12
）
・
『
扶
桑
略
記
』
（
13
）
・
『
今
昔
物
語
集
』
（
14
）
・
『
水
鏡
』
の
役
行
者
に
関

わ
る
記
事
を
比
較
す
る
。

き
ゝ
て
す
ぎ
侍
き
。

こ
の
部
分
か
ら
分
か
る
翁
の
特
徴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ｃ
．
神
代
か
ら
葛
城
・
吉
野
山
を
住
処
に
し
て
い
る
。

ｄ
．
時
々
姿
を
隠
し
て
旅
に
出
か
け
、
都
や
諸
国
を
見
聞
し
て
い
る
。

一
方
、
翁
に
関
わ
る
記
述
は
序
文
だ
け
で
は
な
く
、
本
文
に
も
見
ら
れ
る
。

高
橋
・
河
北
両
氏
の
先
行
研
究
に
は
こ
の
箇
所
へ
の
検
討
が
見
ら
れ
な
い
。
翁

の
イ
メ
ー
ジ
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
部
分
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
文
引
用
（
４
）

十
四
年
と
申
し
、
七
月
に
み
か
ど
「
わ
が
ま
へ
に
て
勝
鬘
経
か
う
じ
た
ま

へ
」
と
申
た
ま
ひ
し
か
ば
、
太
子
し
ゝ
の
ゆ
か
に
の
ぼ
り
て
三
日
か
う
じ

た
ま
ひ
き
。
そ
の
あ
り
さ
ま
僧
の
ご
と
く
に
な
ん
お
は
せ
し
。
め
で
た
か

り
し
事
な
り
。お
き
な
そ
の
に
は
に
丁
も
ん
し
て
は
べ
り
き
。（
推
古
天
皇
）

本
文
引
用
（
５
）

さ
り
な
が
ら
も
本
所
を
わ
す
れ
が
た
く
し
て
、
三
年
に
一
度
こ
の
か
づ
ら

き
山
と
ふ
じ
の
み
ね
へ
と
は
き
た
り
た
ま
ふ
な
り
。
と
き
〳
〵
は
あ
ひ
申

は
べ
り
。
唐
に
て
は
第
三
の
仙
人
に
て
お
は
す
る
よ
し
ぞ
か
た
り
給
。（
文

武
天
皇
）

本
文
引
用
（
４
）（
５
）
の
記
述
か
ら
、
翁
の
身
分
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と

が
分
か
る
。

ｅ
．
聖
徳
太
子
が
勝
鬘
経
を
講
ず
る
時
に
翁
は
聴
聞
し
た
。
そ
の
上
、
序

文
に
お
け
る
翁
の
特
徴
ａ
に
よ
る
と
、
翁
が
修
行
者
の
法
華
経
の
読
経
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『
水
鏡
』
の
翁

『
日
本
霊
異
記
』
の
役

行
者

『
三
宝
絵
詞
』
の
役
行
者
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
役
行

者

『
扶
桑
略
記
』
の
役
行

者

『
今
昔
物
語
集
』
の
役
行

者

『
水
鏡
』
の
役
行
者

ａ
．
法
華
経
を
聴
聞
し
て
か
ら

現
れ
た
。

新
羅
の
山
中
で
道
照

禅
師
の
法
華
経
の
講

義
を
聴
聞
し
た
。

新
羅
の
山
中
で
道
照
禅

師
の
法
華
経
の
講
義
を

聴
聞
し
た
。

新
羅
の
山
中
で
道
照
禅

師
の
法
華
経
の
講
義
を

聴
聞
し
た
。

新
羅
の
山
中
で
道
照
禅

師
の
法
華
経
の
講
義
を

聴
聞
し
た
。

新
羅
の
山
中
で
道
照
禅

師
の
法
華
経
の
講
義
を

聴
聞
し
た
。

ｂ
．
痩
せ
細
っ
て
お
り
、
藤
の

皮
で
編
ん
だ
衣
を
着
、
杖
を
突

い
て
い
る
が
、
妖
怪
変
化
な
ど

の
姿
で
は
な
く
、
仙
人
の
よ
う

に
見
え
た
。

被
レ

葛
餌
レ

松
、
沐
二

清
水
之
泉
一
、
濯
二

欲

界
之
垢
一
、
修
二

―
習

孔
雀
之
咒
法
一
、

卅
余
年
、
窟
中
ニ
ヰ
テ
、

藤
皮
ヲ
キ
給
、
松
葉
ヲ

ク
ヒ
物
ト
シ
テ
、

卅
餘
箇
年
。
被
二

藤
皮

一
。
餌
二

松
葉
一
。
以
レ

之
爲
レ
業

年
来
葛
木
ノ
山
ニ
住
テ
、

藤
ノ
皮
ヲ
以
テ
衣
ト
シ
、

松
ノ
葉
ヲ
食
物
ト
シ
テ
、

卅
余
年
の
ほ
ど
ふ
ぢ
の

か
は
を
き
も
の
と
し
、

ま
つ
の
は
を
く
ひ
も
の

と
し
て
、

ｃ
．
神
代
か
ら
葛
城
・
吉
野
山

を
住
処
に
し
て
い
る
。

（
役
優
婆
塞
）
大
和
国

葛
木
上
郡
茅
原
村
人

也
。

（
役
優
婆
塞
）
大
和
国
葛

城
ノ
上
郡
千
原
村
人
也
。
役
優
婆
塞
者
。
大
和
国

人
也
。（
中
略
）
後
住
吉

野
山
。
常
遊
葛
木
山
。

（
役
優
婆
塞
）
大
和
國

葛
木
上
郡
茅
原
村
人

也
。

大
和
国
、
葛
上
ノ
郡
、

茅
原
ノ
村
ノ
人
也
。（
中

略
）
年
来
葛
木
ノ
山
ニ

住
テ
、

卅
二
と
い
ひ
し
と
し
よ

り
こ
の
か
づ
ら
き
や
ま

に
こ
も
り
ゐ
て
、

ｄ
．
時
々
姿
を
隠
し
て
旅
に
出

か
け
、
都
や
諸
国
を
見
聞
し
て

い
る
。

毎
庶
挂
二

五
色
之
雲

一
、
飛
二

仲
虚
之
外
一
、

携
二

仙
宮
之
賓
一
、
遊

二
億
載
之
庭
一
、

閑
二

孔
雀
之
神
咒
一
。

窮
二

奇
異
之
驗
術
一
。

乗
二

五
色
雲
一
。
通
二

仙

人
都
一
。

或
時
ニ
ハ
五
色
ノ
雲
ニ

乗
テ
仙
人
ノ
洞
ニ
通
フ
。
五
色
の
雲
に
の
り
て
仙

宮
に
い
た
り
。

ｅ
．
聖
徳
太
子
が
勝
鬘
経
を
講

ず
る
時
に
翁
は
聴
聞
し
た
。
↓

仏
教
の
信
者

仰
信
二

三
宝
一
、
以
レ

之
為
レ
業
。

三
宝
ヲ
タ
ノ
ミ
ア
フ
グ

事
、
常
ノ
心
ザ
シ
ト
ス
。
修
行
仏
法
。
神
力
無
辺
。
自
性
博
學
。
仰
二

―
信

三
寶
一
。

清
キ
泉
ヲ
浴
テ
心
ノ
垢

ヲ
洗
ヒ
浄
メ
テ
、
孔
雀

明
王
ノ
呪
ヲ
誦
ス
。

ひ
ろ
く
も
の
を
な
ら
ひ
、

ふ
か
く
三
宝
を
あ
ふ
ぎ

て

ｆ
．
翁
は
時
々
役
行
者
と
会
う
。

翁
の
話
に
よ
る
と
、
役
行
者
は

唐
国
に
渡
っ
た
後
、
三
年
に
一

度
に
日
本
に
戻
る
、
と
い
う
。

今
モ
時
〳
〵
（
日
本
国

に
）
ハ
カ
ヨ
ヒ
ユ
ク
。

難
レ

忘
二

本
所
一
。
三
年

一
度
。
詣
二

―
住
於
金

峰
葛
山
富
慈
峰
一
。
奇

談
奉
ニ
代
々
天
皇
一
。

然
レ
ド
モ
、
于
今
時
々

ハ
（
日
本
国
に
）
通
フ
也
。
三
年
に
一
度
こ
の
か
づ

ら
き
山
と
ふ
じ
の
み
ね

へ
と
は
き
た
り
た
ま
ふ

な
り
。
と
き
〳
〵
は
あ

ひ
申
は
べ
り
。
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聖
徳
太
子
は
初
め
て
日
本
で
仏
教
を
広
め
た
人
で
、『
今
昔
物
語
集
』
な
ど

の
書
物
に
、
観
音
菩
薩
の
権
化
と
い
う
説
が
あ
る
。
行
基
は
民
衆
に
仏
教
を
布

教
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
修
験
道
の
祖
で
あ
る
役
行
者
の
説
話
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
役
行
者
の
日
本
仏
教
に
お
け
る
地
位
が
推
測
で
き

る
。
即
ち
、
役
行
者
が
始
め
た
修
験
道
は
、
日
本
仏
教
の
発
展
に
と
っ
て
重
要

で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
仏
教
布
教
の
開
始
や
、
行
基
の
民
間
で
の
仏
教
の
布
教

に
次
ぐ
重
要
な
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

役
行
者
は
日
本
仏
教
で
も
重
要
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
水
鏡
』は
『
今
昔
物
語
集
』の
後
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
り
、作
中
に
は
『
今

昔
物
語
集
』
の
役
行
者
説
話
の
類
話
が
見
ら
れ
る
。『
水
鏡
』
の
役
行
者
の
イ

メ
ー
ジ
は
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
あ
る
。
即
ち
、『
水

鏡
』
成
立
当
時
役
行
者
は
仏
教
界
の
重
要
な
人
物
と
さ
れ
、
そ
の
事
蹟
が
広
く

伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
水
鏡
』の
翁
の
特
徴
ａ
は
、法
華
経
を
聴
聞
し
て
か
ら
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』・
『
三
宝
絵
詞
』・
『
本
朝
神
仙
伝
』・
『
扶
桑
略
記
』・
『
今
昔

物
語
集
』
に
も
、
道
照
禅
師
が
新
羅
の
山
中
で
法
華
経
を
講
じ
て
か
ら
、
役
行

者
が
現
れ
て
、
道
照
禅
師
に
話
し
か
け
た
く
だ
り
が
あ
る
。
道
照
禅
師
―
役
行

者
と
『
水
鏡
』
序
文
の
修
行
者
―
翁
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、『
水

鏡
』
序
文
の
設
定
は
こ
れ
ら
の
書
物
に
見
ら
れ
る
役
行
者
関
係
の
説
話
か
ら
影

響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
翁
の
造
形
に
は
、
一
言
主
神
よ
り
も
役
行
者
か

ら
受
け
た
影
響
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
存
資
料
に
お
け
る
役
行
者
の
初
出
は
『
続
日
本
紀
』
天
武
天
皇
の
段
で

あ
る
。《

文
武
三
年
（
六
九
九
）
五
月
丁
丑
（
廿
四
）》
○
丁
丑
、
役
君
小
角
、
伊

豆
嶋
に
流
さ
る
。初
め
小
角
、葛
木
山
に
住
み
て
、呪
術
を
以
て
称
め
ら
る
。

外
従
五
位
下
韓
国
連
広
足
が
師
な
り
き
。
後
に
そ
の
能
を
害
ひ
て
、
讒
づ

る
に
妖
惑
を
以
て
せ
り
。
故
、遠
き
処
に
配
さ
る
。
世
相
伝
へ
て
云
は
く
、

「
小
角
能
く
鬼
神
を
役
使
し
て
、
水
を
汲
み
薪
を
採
ら
し
む
。
若
し
命
を

用
ゐ
ず
は
、
即
ち
呪
を
以
て
縛
る
」
と
い
ふ
。

当
段
で
は
、
役
小
角
が
伊
豆
島
に
流
さ
れ
た
事
情
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
役

小
角
の
能
力
に
嫉
妬
す
る
韓
国
連
広
足
の
讒
言
に
よ
っ
て
、
役
小
角
が
伊
豆
に

流
さ
れ
る
。
役
小
角
の
能
力
と
は
、
そ
れ
は
鬼
神
を
使
役
す
る
こ
と
で
あ
る
。

命
令
に
従
わ
な
い
鬼
神
は
呪
術
で
縛
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落

に
お
い
て
、
役
行
者
の
姿
形
へ
の
具
体
的
な
描
写
は
見
当
た
ら
な
い
。

時
代
が
下
り
、『
日
本
霊
異
記
』
と
そ
れ
以
降
の
書
物
で
は
、
役
行
者
の
姿

形
や
彼
を
巡
る
話
の
描
写
が
よ
り
詳
細
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
書
物
に
お
い
て
、
役
行
者
は
呪
術
者
で
修
験
道
の
開
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
彼

の
呪
術
に
よ
っ
て
、鬼
神
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
書
物
に
は
、
一
言
主
神
の
讒
言
に
よ
り
、
役
行
者
が
伊
豆
島

に
流
さ
れ
た
後
、
一
言
主
神
を
呪
術
で
山
の
下
で
縛
る
説
話
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
役
行
者
の
当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
物

語
集
』
巻
十
一
・
本
朝
仏
法
部
の
配
列
を
見
れ
ば
分
か
る
の
で
あ
る
。（

15
）
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で
一
言
主
神
を
縛
り
、
谷
の
底
に
置
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
説

話
に
、『
水
鏡
』
の
語
り
の
起
点
で
あ
る
神
武
天
皇
と
一
言
主
神
と
の
関
連
性
、

あ
る
い
は
、
一
言
主
神
と
『
水
鏡
』
に
記
載
さ
れ
た
日
本
の
歴
史
の
関
連
性
は

薄
い
。

そ
も
そ
も
、
葛
城
の
神
が
一
言
主
神
を
指
し
て
い
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
翁
が
神
武
天
皇
か
ら
歴
史
を
語
る
と
い
う
特
徴
は
葛
城
に
鎮
座
す
る

事
代
主
神
か
ら
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
代
主
神
に
関
わ
る
説
話
は
記
紀
神
話
に
多
く
見
ら
れ
る
。
彼
に
関
わ
る
重

要
な
神
話
の
一
つ
は
国
譲
り
の
箇
所
で
あ
る
。
当
箇
所
で
は
、
建
御
雷
神
が
天

照
大
御
神
の
命
令
を
受
け
、
大
国
主
神
に
国
譲
り
を
談
判
し
た
。
大
国
主
神
は

直
接
決
断
を
下
さ
ず
、
自
分
の
子
で
あ
る
事
代
主
神
と
建
御
名
方
神
に
訊
く
よ

う
に
と
答
え
た
。
事
代
主
神
は
国
譲
り
の
こ
と
を
聞
い
て
、
す
ぐ
に
服
従
し
た

が
、
建
御
名
方
神
は
建
御
雷
神
と
力
比
べ
を
し
て
か
ら
服
従
し
た
と
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
葦
原
中
国
の
支
配
権
は
国
津
神
系
統
の
大
国
主
神

か
ら
天
津
神
系
統
の
邇
邇
芸
命
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。

事
代
主
神
は
実
際
に
『
水
鏡
』
の
語
り
の
起
点
で
あ
る
神
武
天
皇
と
の
関
わ

り
が
あ
る
。
即
ち
、
国
譲
り
が
な
け
れ
ば
、
邇
邇
芸
命
の
曾
孫
に
当
た
る
神
武

天
皇
か
ら
始
ま
っ
た
皇
統
が
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
。

ま
た
、
国
譲
り
の
神
話
か
ら
見
る
と
、
事
代
主
神
は
敗
北
者
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
が
、『
水
鏡
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
神
武
天
皇
の
皇
后
・
綏
靖
天
皇
の
母

后
で
あ
る
五
十
鈴
姫
は
事
代
主
神
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
神

翁
の
特
徴
ｂ
は
、
痩
せ
細
っ
て
お
り
、
藤
の
皮
で
編
ん
だ
衣
を
着
、
杖
を
突

い
て
い
る
が
、
妖
怪
変
化
な
ど
の
姿
で
は
な
く
、
仙
人
の
よ
う
に
見
え
た
こ

と
で
あ
る
。『
本
朝
神
仙
伝
』
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
書
物
に
役
行
者
は
「
葛
、

ま
た
は
、
藤
の
皮
を
衣
と
し
て
着
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
翁
と
役
行
者
に
あ
る

共
通
点
の
一
つ
で
あ
る
。

翁
の
特
徴
ｃ
は
、
神
代
か
ら
葛
城
・
吉
野
山
を
住
処
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
べ
て
の
書
物
に
、
役
行
者
の
出
身
地
は
大
和
国
、
あ
る
い
は
大
和
国
の

葛
城
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、『
三
宝
絵
詞
』・
『
今
昔
物

語
集
』
に
、役
行
者
は
葛
城
で
修
験
生
活
を
送
っ
た
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

葛
城
で
生
活
し
た
点
に
つ
い
て
も
、両
者
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
役
行
者
が
神
代
か
ら
葛
城
・
吉
野
山
に
住
む
と
い
う
記
述
は
見
ら

れ
な
い
。
高
橋
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
翁
が
神
代
か
ら
葛
城
で
生
活
す
る
と
い

う
特
徴
は
、
一
言
主
神
の
特
徴
か
ら
造
形
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
16
）

そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
言
主
神
と
『
水
鏡
』
の
語
り
の
起
点
で
あ
る
神
武
天
皇
と

の
関
連
性
は
非
常
に
薄
い
。一
言
主
神
に
関
わ
る
説
話
は
基
本
的
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
、
葛
城
山
で
雄
略

天
皇
と
共
に
狩
り
を
し
た
話
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、『
日
本
霊
異
記
』
を
は

じ
め
と
す
る
書
物
に
あ
る
。
一
言
主
神
は
役
行
者
の
命
令
を
受
け
、
金
峰
山
と

吉
野
山
に
橋
を
架
け
て
い
た
が
、
一
言
主
神
の
容
貌
が
醜
い
た
め
夜
だ
け
作
業

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
役
行
者
は
そ
れ
を
許
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
言

主
神
は
文
武
天
皇
に
役
行
者
の
讒
言
を
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
役
行
者
は
呪
術
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い
る
。『
水
鏡
』
の
場
合
、
翁
は
時
々
役
行
者
に
会
う
こ
と
を
述
べ
た
。
翁
も

役
行
者
か
ら
奇
談
を
聴
聞
し
た
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、『
水
鏡
』
の
語
り
手
で
あ
る
翁
を
先
行
の
書
物
及
び
『
水
鏡
』
の
役

行
者
と
比
較
す
る
と
、
翁
の
造
形
が
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
た
役
行
者
・
一
言

主
神
の
他
に
、
事
代
主
神
か
ら
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
徴

ｃ
以
外
に
は
、
事
代
主
神
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
翁
の

造
形
に
一
番
影
響
を
与
え
た
の
は
役
行
者
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
水
鏡
』
の
真
の
語
り
手
は
、
移
動
せ
ず
葛
城
の
地
域
に
固

住
し
、
日
本
の
こ
と
だ
け
を
知
る
日
本
の
神
よ
り
、「
世
界
」
を
知
り
尽
く
し

た
役
行
者
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
た
方
が
合
理
的
だ
と
言
え

る
。
役
行
者
が
語
り
手
の
場
合
、彼
は
日
本
や
中
国
で
生
活
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
道
照
禅
師
の
説
話
に
、
役
行
者
は
新
羅
に
も
行
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、

彼
は
優
婆
塞
、
つ
ま
り
在
家
の
男
の
仏
教
信
者
で
あ
る
た
め
、
仏
典
な
ど
の
仏

教
関
係
の
書
籍
を
通
じ
て
、
イ
ン
ド
の
情
報
を
得
た
可
能
性
も
あ
る
。
要
す
る

に
、
役
行
者
は
当
時
の
「
全
世
界
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
存
在
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。

ま
た
、
役
行
者
と
親
し
い
関
係
を
持
つ
翁
が
語
り
手
で
あ
る
場
合
、
翁
は
役

行
者
を
通
じ
て
、日
本
・
中
国
・
新
羅
の
三
箇
国
の
事
情
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
ド
の
こ
と
は
役
行
者
を
通
じ
て
知
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
翁
自

身
も
仏
教
の
信
者
で
あ
る
ゆ
え
、
仏
典
な
ど
の
仏
教
関
係
の
書
籍
か
ら
直
接
情

報
を
得
た
可
能
性
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
翁
も
当
時
の
「
全
世
界
」
の
こ
と
を

武
天
皇
以
後
の
代
々
の
天
皇
は
事
代
主
神
の
血
筋
を
継
い
だ
。言
い
換
え
れ
ば
、

事
代
主
神
は
神
武
天
皇
と
の
関
係
も
深
い
し
、
歴
代
天
皇
の
祖
と
し
て
の
位
置

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
代
主
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
『
水
鏡
』の
語
り
手
は
、

神
武
天
皇
か
ら
現
代
ま
で
の
歴
史
を
体
験
す
る
上
、
そ
の
語
り
の
重
点
と
す
る

皇
統
と
の
近
親
関
係
を
も
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
っ
た
歴
史
に
信
憑
性
を

与
え
た
の
で
あ
る
。

翁
の
特
徴
ｄ
は
、
時
々
姿
を
隠
し
て
旅
に
出
か
け
、
都
や
諸
国
を
見
聞
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
姿
を
隠
し
て
旅
を
す
る
と
い
う
記
述
は
明
確
に
は
見
ら
れ

な
い
が
、『
日
本
霊
異
記
』・
『
扶
桑
略
記
』・
『
今
昔
物
語
集
』・
『
水
鏡
』
に
、

役
行
者
は
五
色
の
雲
に
乗
り
、
仙
宮
に
か
よ
う
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記

述
は
翁
の
特
徴
ｄ
と
完
全
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
旅
に
出

か
け
る
」
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
。

翁
の
特
徴
ｅ
は
翁
が
仏
教
の
信
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
役
行

者
に
関
す
る
記
事
に
、
役
行
者
は
三
宝
に
帰
依
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
仏
教

を
信
じ
る
こ
と
は
翁
と
役
行
者
の
共
通
点
で
あ
る
。

翁
の
特
徴
ｆ
は
役
行
者
と
親
し
い
関
係
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。『
水
鏡
』
以

外
に
、役
行
者
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
人
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。一
方
、『
三

宝
絵
詞
』・
『
扶
桑
略
記
』・
『
今
昔
物
語
集
』・
『
水
鏡
』
に
、
役
行
者
が
中
国

に
渡
っ
た
後
、
三
年
に
一
度
日
本
に
戻
る
記
述
が
あ
る
。
特
に
、『
扶
桑
略
記
』

で
は
役
行
者
が
日
本
に
戻
る
時
に
、
代
々
の
天
皇
に
奇
談
を
奉
る
と
記
さ
れ
て
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仏
が
天
竺
で
説
法
を
し
た
。
中
国
に
お
い
て
も
、
日
本
よ
り
先
に
仏
の
教
え

が
広
ま
っ
た
。『
水
鏡
』
の
著
者
は
天
竺
・
中
国
と
対
照
さ
れ
る
日
本
は
た
だ

仏
滅
後
に
で
き
た
小
国
だ
と
認
識
し
、
日
本
の
歴
史
を
叙
述
し
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。『
水
鏡
』
の
日
本
の
歴
史
語
り
は
単
一
な
日
本
を
視
野
に
入
れ
た
の

で
は
な
く
、
日
本
が
置
か
れ
る
世
界
的
環
境
を
意
識
し
、
他
国
の
状
況
と
比
較

し
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
た
、
日
本
を
国
際
的
・
多
元
的
に
見
つ
め
る
歴
史
観
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
開
化
天
皇
の
段
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

本
文
引
用
（
７
）

こ
の
御
よ
の
ほ
ど
ゝ
ぞ
お
ぼ
え
侍
。
南
天
竺
に
龍
猛
菩
薩
と
申
僧
い
ま
す

な
り
と
う
け
給
し
に
、
真
言
を
は
じ
め
て
ひ
ろ
め
給
し
こ
と
は
こ
の
菩
薩

な
り
。
又
祗
園
精
舎
は
ふ
た
ゝ
び
ま
で
や
け
し
を
、
旃
育
迦
王
の
つ
く
り

た
ま
へ
り
け
る
を
、
百
年
と
申
し
に
ぬ
す
人
や
き
侍
に
け
り
。
い
づ
こ
も

〳
〵
心
う
き
は
人
の
心
な
り
。
そ
の
ゝ
ち
十
三
年
あ
り
て
、
六
師
迦
王
又

つ
く
り
た
ま
へ
る
と
う
け
給
し
は
、
こ
の
御
時
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
て
十

年
な
ど
申
し
ほ
ど
ゝ
ぞ
お
ぼ
え
侍
。（
開
化
天
皇
）

こ
れ
は
祇
園
精
舎
の
建
立
と
焼
失
の
話
で
あ
る
。イ
ン
ド
の
こ
と
を
通
じ
て
、

著
者
は
「
ど
こ
で
も
人
の
心
は
情
け
な
い
も
の
だ
」と
い
う
慨
嘆
を
漏
ら
し
た
。

イ
ン
ド
で
発
生
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
て
も
、
著
者
の
関
心
は
イ
ン
ド
の
み
に

と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
・
中
国
・
新
羅
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
天
武
天
皇
の
段
で
、
壬
申
の
乱
の
経
緯
と
結
果
を
記
述
し
た
後
に
、

知
る
存
在
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、『
水
鏡
』
は
、
語
り
手
が
当
時
の
全
世
界
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
に
、日
本
の
歴
史
を
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。こ
こ
で
、『
水

鏡
』
の
語
り
手
が
語
っ
た
日
本
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
日
本
は
孤
立
し
て
お

ら
ず
、
当
時
に
お
け
る
全
世
界
の
歴
史
の
一
部
と
な
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

四
、『
水
鏡
』
本
文
に
見
る
著
者
の
歴
史
叙
述
の
意
図

『
水
鏡
』
本
文
に
お
い
て
、
原
典
と
さ
れ
る
『
扶
桑
略
記
』
に
見
ら
れ
な
い

著
者
の
意
図
が
現
れ
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
著
者
の
歴
史
叙
述
の
意
図
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
文
引
用
（
６
）

位
に
つ
か
せ
お
は
し
ま
し
ゝ
と
し
ぞ
、
釈
迦
仏
涅
槃
に
い
り
給
て
の
ち
、

二
百
九
十
年
に
あ
た
り
侍
し
。
さ
れ
ば
世
あ
が
り
た
り
と
お
も
へ
ど
も
、

ほ
と
け
の
在
世
に
だ
に
も
あ
た
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
や
う
〳
〵
よ
の
す
ゑ
に

て
こ
そ
は
侍
け
れ
。（
神
武
天
皇
）

神
武
天
皇
の
段
の
最
後
で
は
、
神
武
天
皇
の
即
位
の
時
期
を
仏
教
紀
年
で
換

算
し
て
い
る
。『
扶
桑
略
記
』
現
存
の
部
分
を
見
る
と
、
各
天
皇
の
没
年
を
仏

教
紀
年
で
換
算
す
る
記
述
が
あ
る
。『
水
鏡
』
の
場
合
、
仏
教
紀
年
で
換
算
し

た
の
は
神
武
天
皇
の
即
位
年
次
だ
け
で
あ
る
。
神
武
天
皇
を
語
り
の
原
点
と
し

た
『
水
鏡
』
全
体
の
基
調
は
仏
滅
後
の
世
界
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本

歴
史
の
始
ま
り
の
時
代
か
ら
す
で
に
仏
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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を
回
避
す
る
た
め
、
類
似
す
る
過
去
の
事
件
、
権
力
者
と
親
し
い
関
係
を
持
つ

人
間
が
起
こ
し
た
戦
乱
で
あ
る
壬
申
の
乱
に
自
分
の
考
え
を
書
き
残
し
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
し
た
『
水
鏡
』
序
文
の
「
お
ほ
か
た
は

い
ま
の
よ
を
は
か
な
く
み
う
と
み
給
て
、
い
に
し
へ
は
か
く
し
も
あ
ら
ざ
り
け

ん
と
あ
さ
く
お
ぼ
す
ま
じ
。
す
べ
て
三
界
は
い
と
ふ
べ
き
事
也
と
ぞ
お
ぼ
す
べ

き
。
こ
の
目
の
ま
へ
の
よ
の
あ
り
さ
ま
は
、
お
り
に
し
た
が
ひ
て
、
と
も
か
く

も
な
り
ま
か
る
な
り
。
い
に
し
へ
を
ほ
め
い
ま
を
そ
し
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と

い
う
趣
向
で
あ
る
。

壬
申
の
乱
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
評
論
は
他
に
も
数
箇
所
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
著
者
の
「
今
は
昔
と
同
じ
」の
論
点
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
評
論
は
ま
さ
に
前
述
し
た
「
長
い
歴
史
を
総
括
的
に
把

握
す
る
」
歴
史
観
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
（
６
）
〜
（
８
）
の
三
つ
の
話
を
総
合
的
に
み
る
と
、『
水
鏡
』
の

著
者
に
は
、
日
本
の
歴
史
を
語
る
時
に
、「
世
界
」
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
長

い
日
本
の
歴
史
を
見
渡
し
て
、
日
本
の
歴
史
事
件
を
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
歴

史
叙
述
の
意
図
が
見
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

『
水
鏡
』
は
『
大
鏡
』・
『
今
鏡
』
と
違
い
、
日
本
の
歴
史
を
語
る
時
に
、
日

本
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
に
お
け
る
「
全
世
界
」
を
視
野
に
入
れ
て
、
日
本
の

次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

本
文
引
用
（
８
）

み
か
ど
は
皇
子
の
御
を
ぢ
に
て
お
は
せ
し
う
へ
に
、
御
し
う
と
に
て
も
お

は
し
ま
し
ゝ
ぞ
か
し
。か
た
〳
〵
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
給
べ
か
り
し
を
、

あ
な
が
ち
に
か
つ
に
の
り
た
ま
へ
り
し
こ
と
の
ほ
と
け
か
み
も
う
け
給
は

ず
な
り
に
し
に
こ
そ
は
べ
め
れ
。（
天
武
天
皇
）

こ
の
部
分
に
お
い
て
、『
水
鏡
』
の
著
者
は
壬
申
の
乱
へ
の
考
え
を
述
べ
て

い
る
。
著
者
は
、
天
武
天
皇
が
大
友
皇
子
の
叔
父
で
あ
る
と
同
時
に
大
友
皇
子

の
舅
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
友
皇
子
は
天
武
天
皇
に
逆
ら
う
べ
き
で
は
な
い

と
し
、こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
は
、神
仏
が
ゆ
る
さ
な
い
と
評
し
た
。『
水

鏡
』
の
原
典
と
さ
れ
る
『
扶
桑
略
記
』
は
、
壬
申
の
乱
を
記
述
し
、
大
友
皇
子

の
敗
北
・
天
武
天
皇
の
勝
利
へ
と
集
約
し
た
の
で
あ
る
が
、『
水
鏡
』
は
そ
れ

と
は
違
い
、
大
友
皇
子
と
天
武
天
皇
と
の
近
親
関
係
か
ら
、
大
友
皇
子
が
天
武

天
皇
に
従
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
大
友
皇
子
が
戦
争
を
起
こ
す
行
為

を
批
判
し
た
。

『
水
鏡
全
注
釈
』
で
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、「
以
下
「
ほ
と
け
か
み
も
う
け

給
は
ず
な
り
に
し
に
こ
そ
は
べ
め
れ
」
ま
で
は
作
者
自
身
の
感
想
。
あ
る
い
は

保
元
の
乱
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
か
」
と
い
う
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

『
水
鏡
全
注
釈
』の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
、著
者
は『
水
鏡
』を
編
成
す
る
時
に
、

昔
の
事
に
関
心
を
示
す
と
同
時
に
、
現
代
の
出
来
事
と
の
結
び
つ
き
も
忘
れ
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
保
元
の
乱
を
起
こ
し
た
祟
徳
院
へ
の
評
論
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と
同
じ
人
物
で
あ
る
。

（
8
）『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月

（
9
）『
続
日
本
紀
１
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

（
10
）『
日
本
霊
異
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）

（
11
）『
三
宝
絵
　
注
好
選
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
31
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）

（
12
）『
往
生
伝
　
法
華
験
記
』
日
本
思
想
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）

（
13
）
新
訂
増
補
『
國
史
大
系
』
第
12
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）

（
14
）『
今
昔
物
語
集
①
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
35
（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）

（
15
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
35
『
今
昔
物
語
集
①
』
巻
十
一
の
前
三
話
の
題
目
は
「
聖

徳
太
子
於
此
朝
始
弘
仏
法
語
第
一
」、「
行
基
菩
薩
学
仏
法
導
人
語
第
二
」、「
役
優
婆

塞
誦
持
呪
駆
鬼
神
語
第
三
」
で
あ
る
。

（
16
）
前
掲
論
文
。―

り
・
し
ん
し
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

歴
史
の
再
検
討
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
、タ
イ
ム
ス
パ
ン
か
ら
い
う
と
、『
水

鏡
』
は
長
い
時
間
帯
に
お
け
る
日
本
の
今
と
昔
を
連
想
し
な
が
ら
歴
史
を
語
っ

て
い
る
。
要
す
る
に
、「
日
本
の
昔
と
今
」、「
日
本
と
全
世
界
」、
こ
れ
が
『
水

鏡
』
の
語
っ
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
そ
こ
に
著
者
の
歴
史
叙
述
の
意
図
が

窺
え
る
。
い
わ
ば
、
世
界
の
中
の
日
本
、
長
い
歴
史
を
渡
っ
て
か
ら
の
今
を
強

調
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
論
じ
た
『
水
鏡
』
の

語
り
手
の
設
定
及
び
、
神
武
天
皇
・
開
化
天
皇
・
天
武
天
皇
の
関
連
記
事
を
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

総
じ
て
言
え
ば
、『
水
鏡
』
の
時
代
に
な
る
と
、
鏡
物
は
一
国
の
歴
史
に
限

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
に
お
い
て
の
全
世
界
を
視
野
に
入
れ
、
一
国
の
長
い

歴
史
を
全
面
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
今
と
昔
」、「
世
界
に
向
け
る
視
野
」

こ
そ
が
『
水
鏡
』
の
特
徴
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

【
注
】

（
1
）『
史
学
雑
誌
』（
一
九
〇
三
年
二
月
）

（
2
）『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』（
日
本
書
院
、
一
九
五
九
年
）

（
3
）『
女
子
大
国
文
』
一
〇
九
、一
九
九
一
年
六
月

（
4
）
西
脇
常
記
訳
注
『
史
通
内
篇
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）

（
5
）
本
稿
で
の
『
水
鏡
』
本
文
引
用
は
金
子
大
麓
等
注
釈
『
水
鏡
全
注
釈
』（
新
典
社
、

一
九
九
八
年
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
6
）『
歴
史
物
語
講
座
』
巻
五
（
風
間
書
房
、
一
九
九
七
年
）

（
7
）
高
橋
氏
の
論
文
は
「
葛
城
の
仙
人
」と
い
う
標
記
を
使
っ
て
い
る
が
、本
論
文
の
「
翁
」




