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は
じ
め
に

　
『
宝
物
集
』
は
作
者
の
平
康
頼
が
「
鹿
ケ
谷
の
謀
議
」
に
参
加
し
た
罪
で
流
罪
と
な
っ
た
後
、
流
刑
地
で
あ
っ
た
鬼
界

が
島
か
ら
京
に
帰
洛
し
た
と
い
う
治
承
三
（
一
一
七
九
）
年
以
降
数
年
間
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。

　

内
容
は
、
人
間
に
と
っ
て
こ
の
世
に
お
け
る
最
勝
の
宝
は
仏
法
で
あ
る
と
し
、
苦
の
世
界
で
あ
る
六
道
か
ら
脱
け
出
し

て
成
仏
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
様
々
な
例
証
や
和
歌
を
利
用
し
て
示
し
て
い
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
宝
物
集
』
で
は
天
皇
に
関
す
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
例
証
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
数
え
る
限
り
で
は
、

『
宝
物
集
』に
お
け
る
天
皇

伊
藤
　

翔
太

［
論
文
］
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『宝物集』における天皇

○
○
天
皇
の
ほ
か
、
帝
（
御
門
）・
院
・
法
皇
な
ど
の
語
も
合
わ
せ
る
と
、
作
品
内
に
天
皇
の
語
は
一
〇
〇
カ
所
ほ
ど
み

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
『
宝
物
集
』
に
お
い
て
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　

な
お
『
宝
物
集
』
に
は
内
容
の
異
な
る
伝
本
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
小
泉
弘
氏
の
伝
本
研
究
（
１
）
を
承
け
た
山
田

昭
全
氏
に
よ
れ
ば
、
康
頼
は
「
最
初
に
一
巻
本
を
書
き
、
次
に
大
幅
な
増
補
を
加
え
て
片
仮
名
古
活
字
三
巻
本
」
を
書
き
、

「
さ
ら
に
例
証
歌
の
補
充
整
備
を
中
心
と
す
る
第
二
次
増
訂
を
行
っ
て
第
二
種
七
巻
本
」
を
作
っ
た
と
す
る
（
２
）。
本
稿
で

は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
第
二
種
七
巻
本
系
の
吉
川
康
雄
氏
蔵
本
を
底
本
と
す
る
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
３
）
を
使
用

し
て
検
討
を
進
め
、
他
の
諸
本
（
４
）
は
必
要
に
応
じ
て
使
用
し
て
い
き
た
い
。

　

は
じ
め
に
、『
宝
物
集
』
に
お
け
る
天
皇
を
検
討
す
る
意
義
に
関
し
て
、
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
と
、

作
者
康
頼
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
一
二
世
紀
と
い
う
時
代
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
天
皇
に
関
す
る
言
説
の
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
て
い
る
。
吉
原

浩
人
氏
は
院
政
期
往
生
伝
に
お
い
て
天
皇
の
伝
が
収
載
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

摂
関
期
す
な
わ
ち
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
時
代
に
お
い
て
は
、
天
皇
も
人
界
の
一
員
で
あ
り
、
輪
廻
転
生
す
る

存
在
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
る
こ
と
は
、
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
初
め
て
天
皇
を
往
生
伝
に
登
載
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
禁
忌
を
破
り
、
天
皇
を
も
輪
廻
転
生
の
枠
の
中
に
お
い
て
と
ら
え
た
の
が
大
江
匡
房
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）

罪
障
の
有
無
ま
で
も
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
往
生
で
き
な
い
天
皇
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、「
現
人
神
」
と
し
て
全
く
別
の
論
理
体
系
の
中
に
あ
っ
た
天
皇
が
、
完
全
に
仏
教
的
世
界
観
の
体
系
に

組
み
込
ま
れ
た
こ
と
意
味
し
、
院
政
期
に
天
皇
観
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
貎
し
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
（
５
）。
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吉
原
氏
は
大
江
匡
房
が
『
続
本
朝
往
生
伝
』（
一
一
〇
一
～
一
一
一
一
年
成
立
）
に
お
い
て
、
一
条
天
皇
と
後
三
条
天
皇
伝

を
登
載
し
、両
天
皇
の
往
生
を
明
確
に
記
述
し
て
天
皇
を
輪
廻
転
生
の
枠
の
中
で
と
ら
え
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、「「
現

人
神
」
と
し
て
全
く
別
の
論
理
体
系
の
中
に
あ
っ
た
天
皇
が
、
完
全
に
仏
教
的
世
界
観
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
意

味
」
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
皇
が
仏
教
的
世
界
観
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、「
院
政
期
に
天
皇
観
そ
の
も

の
が
大
き
く
変
貎
し
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
」
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

匡
房
以
降
も
往
生
伝
類
に
は
、
三
善
為
康
の
『
後
拾
遺
往
生
伝
』（
一
一
三
七
～
一
一
三
九
年
成
立
）
に
お
い
て
、
下
巻

の
冒
頭
に
清
和
天
皇
伝
が
収
録
さ
れ
、
蓮
禅
の
『
三
外
往
生
記
』（
一
一
三
九
年
以
降
の
成
立
）
に
は
、
白
河
上
皇
が
死
後

に
生
前
の
善
悪
二
業
が
同
量
だ
っ
た
た
め
に
次
の
生
所
が
定
ま
ら
な
い
と
の
記
述
が
あ
る
（
源
雅
俊
伝
）。
一
二
世
紀
は

天
皇
の
往
生
が
論
じ
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
天
皇
と
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
一
二
世
紀
は
天
皇
の
前
世
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た

（
６
）。
匡
房
の
『
江
談
抄
』（
一
一
〇
四
～
一
一
〇
八
年
頃
成
立
）
に
は
、
清
和
天
皇
の
前
世
が
内
供
奉
十
禅
師
職
を
望
ん

だ
が
伴
善
男
に
任
命
を
阻
ま
れ
た
僧
だ
っ
た
と
す
る
説
話
が
載
っ
て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
『
宝
物
集
』
に
も
採
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、『
扶
桑
略
記
』（
一
〇
九
四
年
以
降
の
成
立
）
や
『
東
大
寺
要
録
』（
一
一
〇
六
年
成
立
）
に
は
、
聖
武
天
皇
の

前
世
を
震
旦
の
流
沙
の
船
師
と
す
る
説
話
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
原
氏
が
指
摘
し
た
天
皇
が
往
生
伝
へ
記
載
さ
れ
る
こ
と
や
天
皇
の
前
世
説
話
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
併

せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
一
二
世
紀
は
天
皇
観
の
変
化
に
よ
っ
て
天
皇
が
仏
教
的
世
界
観
に
組
み
込
ま
れ
た
時
代
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
天
皇
観
の
変
化
が
み
ら
れ
る
一
二
世
紀
の
末
に
成
立
し
た
『
宝
物
集
』
に
お
い
て
、
天
皇

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
天
皇
観
を
考
え
る
う
え
で
も
意
味
の
あ
る
作
業
に
な
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『宝物集』における天皇

る
と
考
え
る
。

　

も
う
一
つ
、
著
者
の
康
頼
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
（
７
）。

　

康
頼
の
出
自
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
建
武
四
（
一
三
三
七
）
年
成
立
の
『
勅
撰
作
者
部
類
』
に
よ
れ
ば
、
康
頼
の
父

は
中
原
顕
季
だ
と
い
う
。
中
原
氏
は
太
政
官
の
外
記
を
世
襲
し
、
明
経
博
士
・
直
講
・
助
教
に
任
じ
ら
れ
る
者
が
多
い
学

問
の
家
柄
と
さ
れ
る
（
８
）。
こ
の
中
原
氏
出
身
説
は
、他
の
史
料
で
傍
証
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
確
定
し
難
い
が
、『
宝

物
集
』
に
お
い
て
多
様
な
資
料
を
用
い
、
そ
れ
ら
を
適
宜
『
宝
物
集
』
の
筋
書
き
に
合
う
よ
う
に
切
り
継
ぎ
・
縮
小
を
し

て
い
る
（
９
）
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
学
問
の
家
系
と
さ
れ
る
中
原
氏
出
身
で
な
く
と
も
、
康
頼
は
相
当
の
学
識
あ
る
人
物
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

官
人
と
し
て
の
康
頼
は
、
仁
安
三
（
一
一
六
八
）
年
に
左
衛
門
尉
と
な
り
、
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
に
は
検
非
違
使

を
兼
官
し
た
。
ま
た
、
後
白
河
上
皇
の
近
臣
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
安
元
三
（
一
一
七
七
）
年
の

六
月
の
「
鹿
ケ
谷
の
謀
議
」
に
参
加
し
た
罪
で
流
罪
と
な
り
、『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
配
所
に
赴
く
途
中
に
周
防
の
室
積

で
出
家
し
、
法
名
を
性
照
と
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
赦
免
さ
れ
て
治
承
三
年
の
春
に
帰
洛
し
た
と
さ
れ
、
こ
れ
以
降
の

数
年
間
に
『
宝
物
集
』
が
成
立
す
る
。

　

康
頼
は
官
人
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
、
院
近
臣
と
し
て
も
活
動
し
、
さ
ら
に
は
多
様
な
資
料
を
利
用
し
て
『
宝
物
集
』
を

形
成
で
き
る
ほ
ど
の
学
識
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、流
罪
と
な
り
出
家
し
た
後
に
『
宝
物
集
』
を
成
立
さ
せ
た
。

　

こ
う
し
た
作
者
の
特
性
か
ら
、『
宝
物
集
』
に
お
け
る
天
皇
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
一
二
世
紀
後
半
の
知
識
人
貴

族
が
有
す
る
天
皇
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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一　
『
宝
物
集
』
の
国
王
観

　
『
宝
物
集
』
に
お
け
る
天
皇
を
と
り
あ
げ
る
前
に
、
本
章
で
は
『
宝
物
集
』
の
基
本
的
な
国
王
観
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

　
『
宝
物
集
』
は
、
こ
の
世
の
人
間
に
と
っ
て
仏
法
こ
そ
が
最
勝
の
宝
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
様
々
な
例
証
や
和
歌
を

用
い
て
読
者
に
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、天
皇
を
含
む
国
王
に
関
す
る
説
話
も
基
本
的
に
は
こ
う
し
た『
宝

物
集
』
の
筋
書
き
に
合
う
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
小
見
出
し
目
次
を
参
考
に
、『
宝
物
集
』
の
構
成
の
項
目
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）
鬼
界
が
島
か
ら
帰
っ
て
き
た
隠
士
（
巻
一
）

（
二
）
嵯
峨
清
凉
寺
釈
迦
堂
参
詣
の
道
行
（
巻
一
）

（
三
）
釈
迦
像
の
由
来
（
巻
一
）

（
四
）
こ
の
世
に
お
け
る
宝
物
は
何
か
と
い
う
議
論
（
巻
一
）

（
五
）
仏
法
こ
そ
が
宝
で
あ
る
と
い
う
論
証
（
巻
二
）

（
六
）
六
道
と
そ
の
苦
の
諸
相
（
巻
二
～
三
）

（
七
）
成
仏
の
た
め
の
十
二
門
開
示
（
巻
四
～
七
）
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『宝物集』における天皇

こ
の
よ
う
に
『
宝
物
集
』
は
、
鬼
界
が
島
か
ら
帰
洛
し
た
男
に
よ
る
清
凉
寺
釈
迦
堂
の
参
詣
に
舞
台
が
設
定
さ
れ
（（
一
）

～
（
三
））、
参
詣
者
た
ち
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
お
け
る
宝
と
は
何
か
と
い
う
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
（（
四
））。
そ
の
後
に

「
声
少
し
な
ま
り
た
る
」
法
師
に
よ
っ
て
、
仏
法
こ
そ
が
最
勝
の
宝
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
（（
五
））、
六
道
の
苦
の
諸

相
や
成
仏
の
た
め
の
十
二
の
道
が
説
か
れ
る
（（
六
）
～
（
七
））
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

仏
法
の
価
値
を
説
き
、
成
仏
の
た
め
の
道
を
示
し
て
い
く
筋
書
き
で
あ
る
た
め
、『
宝
物
集
』
の
本
題
は
（
五
）
以
降
に

始
ま
る
と
考
え
る
が
、（
五
）
の
冒
頭
に
「
普
安
王
の
さ
と
し
」
の
話
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
内
容
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

昔
、
天
竺
に
普
安
王
と
い
う
国
王
が
い
た
。
ま
た
、
普
安
王
の
国
の
周
辺
に
も
四
人
の
国
王
が
い
た
が
、
彼
ら
は
慙
愧

の
心
が
無
く
、
普
安
王
は
そ
れ
を
悲
し
ん
で
お
り
一
策
を
講
じ
る
こ
と
に
し
た
。

　

普
安
王
は
四
人
の
国
王
を
招
い
て
宴
を
催
し
、
物
語
の
つ
い
で
に
四
人
に
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
好
ま
し
く
思
う
か
」

と
い
う
質
問
を
す
る
。
す
る
と
四
人
は
、「
常
に
国
王
と
し
て
人
々
に
仰
が
れ
る
こ
と
」、「
常
に
父
母
六
親
に
添
う
こ
と
」、

「
常
に
美
し
い
人
に
対
面
し
て
遊
び
戯
れ
る
こ
と
」、「
常
に
春
の
野
に
出
て
小
松
を
引
き
花
を
見
る
こ
と
」
と
そ
れ
ぞ
れ
答

え
た
。

　

そ
し
て
四
人
の
国
王
は
普
安
王
に
同
じ
く
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
好
ま
し
く
思
う
か
」
と
質
問
を
返
す
。
す
る
と
普
安

王
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

つ
ね
に
十
善
の
位
に
あ
り
て
、
た
の
し
む
は
め
で
た
け
れ
ど
も
、
妻
子
珍
宝
及
び
王
位
、
後
世
ま
で
身
に
つ
く
事
に

あ
ら
ず
。
つ
ね
に
父
母
六
親
に
そ
は
ば
や
と
お
も
へ
ば
、
孝
養
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ふ
か
け
れ
ど
も
、
生
死
無
常
心
に
か
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な
ふ
べ
か
ら
ず
。
つ
ね
に
形
よ
き
も
の
に
む
つ
れ
た
は
ぶ
る
ゝ
は
よ
け
れ
ど
も
、
つ
ゐ
に
は
病
の
た
め
に
く
づ
を
れ
、

老
の
た
め
に
や
つ
さ
る
。
つ
ね
に
春
の
野
に
出
て
、
花
に
た
は
ぶ
れ
、
霞
に
う
そ
ぶ
く
は
お
も
し
ろ
け
れ
ど
も
、
春

を
と
ゞ
む
る
に
と
ゞ
ま
ら
ず
。
花
を
お
し
む
に
お
し
ま
れ
ず
。
一
旦
の
興
に
侍
る
べ
し
。
我
、
生
〻
世
〻
の
宝
と
な

る
ゆ
へ
に
、
仏
法
と
申
物
ぞ
、
こ
の
も
し
く
侍
る
。

こ
こ
で
普
安
王
は
、
四
人
の
国
王
が
現
世
に
お
け
る
楽
し
み
を
語
っ
た
こ
と
に
対
し
、
国
王
と
し
て
現
世
の
楽
を
享
受
す

る
の
は
立
派
な
こ
と
で
あ
る
が
、
妻
子
・
珍
宝
・
王
位
は
後
世
ま
で
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
永
遠
の
宝

と
な
る
仏
法
こ
そ
好
ま
し
く
思
う
と
語
っ
た
。
こ
れ
を
聴
い
た
四
人
は
普
安
王
に
帰
し
て
仏
の
も
と
へ
向
か
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
普
安
王
の
こ
と
ば
に
『
宝
物
集
』
の
基
本
的
な
国
王
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
前
世
に
十
善
を

守
っ
た
功
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
国
王
だ
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
現
世
の
は
か
な
い
存
在
で
あ
り
、
仏
法
に
帰
依
し
て
成

仏
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
普
安
王
説
話
の
後
に
は
、
仏
法
に
は
遭
い
難
い
こ
と
を
語
り
、
そ
の
後
に
諸
法
空
・
諸
行
無
常
に
つ

い
て
語
る
部
分
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

蜉
蝣
の
あ
だ
な
る
命
也
。
無
常
な
り
と
観
ぜ
よ
。
渇
鹿
の
あ
だ
な
る
命
也
。
是
生
滅
法
と
お
も
へ
。
出
る
息
入
息
を

ま
た
ず
。
石
火
の
光
の
う
ち
に
い
く
ば
く
た
の
し
み
か
あ
ら
む
。
昔
の
た
の
し
み
は
今
は
な
し
。
今
の
栄
、
後
に
有

べ
か
ら
ず
。
金
輪
聖
王
の
位
を
経
し
事
、
い
く
ば
く
ぞ
。
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と
し
て
、
仏
教
の
理
想
的
帝
王
で
あ
る
金
輪
聖
王
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
現
世
に
お
け
る
は
か
な
い
地
位
に
す
ぎ
な
い

と
さ
れ
、
普
安
王
説
話
の
国
王
観
に
通
ず
る
記
述
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
国
王
観
が
語
ら
れ
る
説
話
が
、
先
の
構
成
に
示
し
た
（
五
）
の
冒
頭
や
そ
れ
に
続
く
部
分
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
宝
物
集
』
に
お
け
る
天
皇
の
記
述
を
分
析
す
る
際
に
は
普
安
王
説
話
に
み
ら
れ
る
国
王
観
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

次
章
以
降
、
こ
こ
で
確
認
し
た
国
王
観
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、『
宝
物
集
』
の
天
皇
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二　

六
道
部
に
お
け
る
天
皇

　
『
宝
物
集
』
で
は
釈
迦
堂
に
お
け
る
宝
の
議
論
に
居
合
わ
せ
た
法
師
に
よ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
最
勝
の
宝
が
仏
法
で

あ
る
と
さ
れ
、
六
道
と
そ
の
苦
の
諸
相
が
語
ら
れ
て
成
仏
す
る
べ
き
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。

　
『
宝
物
集
』
で
は
六
道
に
つ
い
て
論
じ
る
部
分
に
お
い
て
、
様
々
な
苦
の
例
証
と
し
て
天
皇
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
た
め
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
天
皇
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

①
地
獄
道
部
に
お
け
る
天
皇

　

地
獄
に
つ
い
て
説
く
部
分
（
巻
二
）
で
は
、
醍
醐
天
皇
と
白
河
法
皇
の
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

醍
醐
天
皇
の
説
話
は
、
金
峯
山
の
修
行
僧
日
蔵
が
地
獄
で
醍
醐
天
皇
に
会
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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金
峯
山
の
日
蔵
上
人
は
、
無
言
断
食
に
て
行
じ
け
る
ほ
ど
に
、
秘
密
瑜
伽
の
鈴
を
に
ぎ
り
な
が
ら
死
い
り
侍
り
け

る
。
地
獄
に
し
て
延
喜
の
聖
主
に
あ
ひ
奉
る
。
御
門
、
上
人
を
見
給
ひ
て
の
た
ま
は
く
、「
地
獄
に
来
る
も
の
、
ふ

た
ゝ
び
人
間
に
帰
る
事
な
し
。
汝
は
よ
み
が
ヘ
る
べ
き
も
の
な
り
。
我
、
父
寛
平
法
皇
の
た
め
に
不
孝
な
り
き
。
ま

た
、
無
実
を
も
っ
て
菅
原
右
大
臣
を
流
罪
し
た
り
き
。
こ
の
罪
科
に
よ
り
て
、
今
地
獄
に
落
て
苦
患
を
う
く
。
か
な

ら
ず
皇
子
に
か
た
り
て
苦
患
を
と
ぶ
ら
ふ
べ
し
」
と
仰
事
あ
り
け
れ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
う
け
給
け
れ
ば
、「
冥
途
に

は
罪
な
き
を
も
っ
て
あ
る
じ
と
す
。
上
人
わ
れ
を
う
や
ま
ふ
事
な
か
れ
」
と
仰
ら
れ
け
る
こ
そ
か
な
し
く
侍
り
つ
れ
。

醍
醐
天
皇
の
堕
地
獄
説
話
は
、
す
で
に
一
〇
世
紀
半
ば
の
『
道
賢
上
人
冥
途
記
』（『
扶
桑
略
記
』
天
慶
四
〈
九
四
一
〉
年

三
月
条
所
引
）
と
『
日
蔵
夢
記
』
に
お
い
て
登
場
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、『
道
賢
上
人
冥
途
記
』
に
は
「
冥
途
に
は
罪

な
き
を
も
っ
て
あ
る
じ
と
す
。
上
人
わ
れ
を
う
や
ま
ふ
事
な
か
れ
」
に
あ
た
る
部
分
が
存
在
せ
ず
、『
日
蔵
夢
記
』
に
は

「
不
レ
可
レ
敬
、
冥
途
無
レ
罪
為
レ
王
、
不
レ
論
二
貴
賤
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
宝
物
集
』
の
醍
醐
の
堕
地
獄
説
話
は
後
者
の

記
述
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
宝
物
集
』
で
は
こ
の
後
に
『
俊
頼
髄
脳
』
を
出
典
と
す
る
歌
を
載
せ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
丘
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ふ
な
ら
く
奈
落
の
中
に
入
り
ぬ
れ
ば
刹
利
も
首
陀
も
か
は
ら
ざ
り
け
り

こ
の
歌
こ
そ
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
て
あ
は
れ
に
侍
つ
れ
。
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こ
こ
ま
で
が
『
宝
物
集
』
に
お
い
て
醍
醐
天
皇
の
堕
地
獄
を
語
る
部
分
（
⓾
）
と
い
え
よ
う
。
醍
醐
の
「
冥
途
に
は
罪
な
き

を
も
っ
て
あ
る
じ
と
す
。
上
人
わ
れ
を
う
や
ま
ふ
事
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、
高
丘
親
王
の
「
地
獄
に
入
っ
た
な
ら

ば
身
分
の
上
下
は
関
係
な
く
苦
を
う
け
る
」
と
い
う
意
味
の
歌
を
併
せ
て
示
す
こ
と
で
、
誰
に
も
容
赦
は
な
い
地
獄
の
苦

の
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
地
獄
の
語
り
は
次
の
白
河
法
皇
に
関
す
る
記
述
を
含
む
話
で
締
め
ら
れ
て
い
る
。

ち
か
く
は
、
よ
み
が
へ
り
の
若
狭
守
国
忠
も
、
か
や
う
の
物
が
た
り
し
侍
り
け
り
。

「
右
衛
門
権
介
重
高
〈
号
二
条
衛
門
介
〉、
地
獄
に
し
て
冥
官
に
ま
じ
り
て
居
た
り
け
る
が
、
国
忠
を
見
て
、
座
を
立

て
、
か
た
ら
ひ
む
つ
び
て
い
ふ
、『
白
河
の
法
皇
の
、
功
徳
も
大
に
、
罪
も
大
に
て
、
い
ま
だ
生
所
も
さ
だ
ま
り
給
は

ぬ
を
見
奉
れ
』
と
て
見
せ
た
り
」
と
ぞ
か
た
り
け
る
。

す
な
わ
ち
、「
若
狭
守
国
忠
」
が
地
獄
の
冥
官
に
ま
じ
っ
て
い
た
藤
原
重
隆
か
ら
、「
白
河
法
皇
は
生
前
に
功
徳
も
大
い
に
、

罪
も
大
い
に
作
っ
た
た
め
に
生
ま
れ
変
わ
る
場
所
が
定
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
を
拝
見
し
て
く
だ
さ
い
」
と
語
ら

れ
、
白
河
の
様
子
を
見
せ
ら
れ
た
と
す
る
話
で
あ
る
。

　

こ
の
説
話
が
地
獄
の
語
り
の
最
後
に
あ
り
、
死
後
の
白
河
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
地
獄
の
「
冥
官
」
と
な
っ
て
い

た
重
隆
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、『
宝
物
集
』
は
白
河
も
先
の
醍
醐
と
同
様
に
地
獄
に
堕
ち
て
苦
し
む
可
能
性
が

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
仮
名
古
活
字
三
巻
本
（
⓫
）（
以
下
三
巻
本
）
の
上
巻
で
は
「
と
ぞ
か
た

り
け
る
」
の
後
に
、「
返
々
モ
地
獄
ハ
イ
ト
ヒ
侍
ル
ベ
キ
物
也
」
と
あ
る
。
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ま
た
、
出
典
と
考
え
ら
れ
る
『
三
外
往
生
記
』
の
源
雅
俊
伝
に
は
、「
太
上
法
皇
去
年
帰
泉
。
以
来
生
所
未
定
。
善
悪
二

業
同
分
難
量
之
故
也
。
善
業
者
引
善
趣
。
悪
業
者
引
悪
趣
」
と
あ
り
、
も
し
悪
業
の
量
が
善
業
の
量
を
上
回
っ
て
い
た
場

合
は
、
白
河
は
悪
趣
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

地
獄
の
語
り
の
部
分
に
お
い
て
は
醍
醐
と
白
河
の
説
話
が
あ
り
、
醍
醐
は
地
獄
に
堕
ち
た
天
皇
と
し
て
、
白
河
は
地
獄

に
堕
ち
る
可
能
性
が
あ
っ
た
天
皇
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
語
ら
れ
て
い
た
。
醍
醐
の
「
冥
途
に
は
罪
な
き
を
も
っ
て
あ
る
じ
と

す
。
上
人
わ
れ
を
う
や
ま
ふ
事
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
や
、
高
丘
親
王
の
「
い
ふ
な
ら
く
奈
落
の
中
に
入
り
ぬ
れ
ば
刹

利
も
首
陀
も
か
は
ら
ざ
り
け
り
」
と
い
う
歌
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
宝
物
集
』
で
は
前
世
に
お
け
る
十
善
の
功
徳
が
あ

る
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
現
世
で
罪
を
作
れ
ば
他
の
衆
生
と
同
様
に
地
獄
に
堕
ち
る
存
在
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

②
人
道
部
に
お
け
る
天
皇

　

人
道
部
で
は
、
生
老
病
死
の
四
苦
と
怨
憎
会
苦
（
巻
二
）・
愛
別
離
苦
・
求
不
得
苦
・
五
盛
陰
苦
（
巻
三
）
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
く
。

　

四
苦
で
は
、
病
苦
の
部
分
で
病
に
苦
し
ん
だ
者
の
例
を
挙
げ
て
い
く
先
頭
に
、

　

病
は
ま
こ
と
に
た
え
が
た
く
、
か
な
し
き
事
に
て
ぞ
侍
な
り
。
国
王
大
臣
に
も
と
こ
ろ
を
を
き
た
て
ま
つ
ら
ず
。

と
を
き
国
を
申
に
及
ば
ず
。
冷
泉
院
・
三
条
院
な
ど
の
、
十
善
の
位
を
さ
ら
せ
給
ひ
し
も
、
御
悩
ゆ
へ
と
こ
そ
う
け

た
ま
は
り
し
か
。
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と
し
て
、
冷
泉
天
皇
と
三
条
天
皇
の
退
位
は
病
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
病
苦
は
高
貴
な
「
国
王
大
臣
」
で

あ
っ
て
も
関
係
な
く
悩
ま
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　

次
に
死
苦
で
は
、

ゑ
ん
ま
王
の
使
は
、
高
貴
を
も
き
ら
は
ず
。
無
常
の
殺
鬼
は
賢
愚
を
も
え
ら
ば
ず
。
尭
帝
・
舜
帝
の
賢
主
音
に
の
み

き
こ
え
給
ふ
。
延
喜
・
天
暦
の
聖
の
御
門
、
か
げ
を
だ
に
も
の
こ
し
給
は
ず
。
三
平
・
三
道
の
臣
、
ま
た
か
く
の
ご

と
し
。

と
し
て
、
理
想
的
な
治
世
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
「
聖
の
御
門
」
た
る
村
上
天
皇
・
醍
醐
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
閻
魔
の
使
い

や
無
常
の
殺
鬼
は
容
赦
な
く
死
を
も
た
ら
し
、
死
後
に
は
そ
の
姿
を
少
し
も
残
さ
な
い
と
す
る
。

　

ま
た
怨
憎
会
苦
で
は
、
他
人
を
怨
ん
だ
り
、
他
人
か
ら
怨
ま
れ
た
り
し
た
者
の
事
例
を
語
る
部
分
で
、

　

一
条
の
摂
政
伊
尹
と
朝
成
の
中
納
言
と
は
、
蔵
人
頭
争
ひ
に
、
中
納
言
は
お
そ
ろ
し
き
も
の
に
な
り
て
、
一
条
殿

の
御
族
を
ば
ほ
ろ
ぼ
し
た
ま
ふ
ぞ
か
し
。

　

御
孫
花
山
院
も
、
い
ま
だ
御
歳
十
九
と
申
し
に
、
位
を
す
て
て
修
行
に
出
お
は
し
ま
し
に
き

と
し
て
、
藤
原
朝
成
の
祟
り
と
花
山
天
皇
の
退
位
を
結
び
つ
け
る
記
述
が
あ
る
。

　
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
で
は
、
朝
成
は
藤
原
行
成
な
ど
の
藤
原
氏
の
伊
尹
の
子
孫
に
祟
っ
た
と
す
る
が
、
朝
成
の
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祟
り
と
伊
尹
の
孫
に
あ
た
る
花
山
天
皇
（
冷
泉
天
皇
と
伊
尹
女
懐
子
の
所
生
）
の
退
位
を
明
確
に
結
び
つ
け
る
記
述
は
み

ら
れ
な
い
。
し
か
し
『
宝
物
集
』
で
は
、
朝
成
の
祟
り
が
花
山
の
退
位
に
も
影
響
し
た
と
す
る
。
伊
尹
が
朝
成
の
怨
み
を

得
た
た
め
に
、
後
に
そ
の
外
孫
の
花
山
は
若
く
し
て
天
皇
の
地
位
か
ら
降
り
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

他
人
を
怨
ん
だ
・
他
人
か
ら
怨
ま
れ
た
人
物
の
事
例
の
後
は
、
怨
ん
だ
・
怨
ま
れ
た
こ
と
で
流
さ
れ
た
事
例
（
藤
原
伊

周
・
隆
家
兄
弟
、
菅
原
道
真
な
ど
）
が
語
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
に
は
次
の
よ
う
に
、

　

こ
れ
ま
で
は
命
な
が
ら
ふ
れ
ば
、
又
古
郷
へ
か
へ
る
事
侍
る
め
り
。
天
竺
・
震
旦
・
我
朝
お
ろ
〳
〵
申
し
侍
る
べ
し
。

　

先
、
耳
ち
か
き
吾
朝
よ
り
申
し
侍
ら
ん
。

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
怨
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
命
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
者
の
事
例
を
語
っ
て
い
く
（
⓬
）。

　

上
宮
太
子
の
御
時
、
崇
峻
天
皇
、
曾
我
大
臣
に
お
か
さ
れ
給
ふ
。

　

孝
徳
天
皇
の
御
代
に
、
入
鹿
の
臣
・
曾
我
の
山
田
石
川
丸
右
大
臣
、
二
人
な
が
ら
天
智
天
皇
に
誅
せ
ら
れ
た
て
ま

つ
る
。

　

大
伴
の
王
子
は
、
天
武
天
皇
の
い
ま
だ
お
ほ
う
み
の
王
子
と
申
し
し
お
り
こ
ろ
さ
れ
た
ま
ふ
。

　

左
大
臣
長
屋
の
王
は
聖
武
天
皇
に
こ
ろ
さ
れ
た
ま
ふ
。

　

恵
美
押
勝
は
高
野
の
天
皇
に
こ
ろ
さ
れ
た
て
ま
つ
る
。
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伊
与
親
王
は
平
城
天
皇
に
こ
ろ
さ
れ
給
ふ
。

　

平
城
天
皇
は
嵯
峨
の
御
門
に
ま
け
、
御
子
真
如
親
王
は
、
春
宮
の
位
を
お
り
て
天
竺
へ
わ
た
り
、
道
に
て
う
せ
た

ま
ひ
に
き
。

こ
の
よ
う
に
六
世
紀
か
ら
九
世
紀
の
怨
憎
会
苦
に
よ
っ
て
命
を
失
う
に
至
っ
た
者
の
事
例
と
し
て
、
天
皇
が
関
係
す
る
事

例
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
に
は
一
〇
世
紀
の
事
例
と
し
て
、
平
将
門
や
藤
原
純
友
な
ど
の
武
士
の
名
が
み
ら
れ
、
最
後
に
は
、
救
世
観
音

の
垂
迹
で
あ
る
聖
徳
太
子
も
物
部
守
屋
を
討
ち
、
第
三
地
の
菩
薩
で
あ
る
空
海
も
守
敏
を
調
伏
し
た
こ
と
を
語
っ
て
日
本

の
事
例
を
終
え
て
い
る
。

　

怨
み
に
よ
っ
て
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
怨
憎
会
苦
に
よ
る
現
象
に
お
い
て
は
最
も
過
酷
な
も
の
と
い
え
よ
う
。『
宝
物

集
』
は
怨
憎
会
苦
に
よ
る
死
の
事
例
で
、
天
皇
を
武
士
や
菩
薩
の
垂
迹
と
さ
れ
る
人
間
と
と
も
に
語
る
こ
と
で
、
い
か
な

る
人
間
で
あ
っ
て
も
怨
憎
会
苦
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

三　

十
二
門
部
に
お
け
る
天
皇

　
『
宝
物
集
』
は
二
章
で
示
し
た
項
目
（
六
）
で
六
道
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、「
声
少
し
な
ま
り
た
る
」
法
師
が
苦
の
世
界

で
あ
る
六
道
か
ら
「
仏
に
な
ら
ざ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
い
か
で
か
は
は
な
れ
侍
る
べ
き
」
と
し
て
、
巻
四
以
降
の
項
目
（
七
）
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で
「
仏
に
な
る
道
」
の
十
二
門
に
つ
い
て
説
い
て
い
く
。

　

法
師
は
項
目
（
六
）
の
末
で
、こ
の
後
に
詳
細
に
説
い
て
い
く
「
仏
に
な
る
道
」
の
十
二
門
の
概
要
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

第
一
に
は
道
心
を
お
こ
し
て
出
家
遁
世
し
、

第
二
に
は
深
く
三
宝
に
信
を
い
た
し
、

第
三
に
は
如
来
の
禁
戒
を
か
た
く
た
も
ち
、

第
四
に
は
も
ろ
〳
〵
の
行
業
を
つ
み
、

第
五
に
は
仏
に
な
ら
ん
と
願
を
お
こ
し
、

第
六
に
は
業
障
を
さ
ん
げ
し
、

第
七
に
は
も
ろ
〳
〵
の
施
を
行
じ
、

第
八
に
は
観
念
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
、

第
九
に
は
善
知
識
に
あ
ひ
、

第
十
に
は
臨
終
の
悪
念
を
と
め
、

第
十
一
に
は
法
花
経
を
お
こ
な
ひ
、

第
十
二
に
は
弥
陀
仏
を
恭
敬
す
る
な
り
。

こ
れ
ら
の
十
二
門
部
に
お
い
て
も
、
天
皇
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、

十
二
門
部
に
お
い
て
天
皇
は
、
他
の
人
間
と
同
様
に
成
仏
の
た
め
の
十
二
門
の
道
を
行
う
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
お
り
、
輪
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廻
転
生
の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
た
め
本
章
で
は
、
十
二
門
部
に
お
け
る
天
皇
の
前
世
・
現
世
・
来
世
に
関
す
る
記
述
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。

①
天
皇
の
前
世
に
つ
い
て

　

十
二
門
部
で
は
天
皇
の
前
世
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

　

十
二
門
第
三
「
持
戒
」（
巻
五
）
で
は
、
五
戒
の
最
後
に
不
妄
語
が
語
ら
れ
た
後
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

　

恵
心
院
の
源
信
僧
都
の
、
年
の
は
じ
め
に
は
、
か
な
ら
ず
首
楞
厳
院
の
洞
よ
り
出
て
、
朝
覲
の
行
を
見
た
ま
ひ
け

れ
ば
、
御
妹
に
安
養
の
尼
と
申
け
る
人
の
、
此
事
を
怪
し
み
て
、「
君
は
無
極
の
道
心
の
人
な
り
。
何
の
料
に
、
年
ご

と
に
朝
覲
の
行
幸
を
み
た
ま
ふ
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
昔
の
戒
力
に
よ
り
て
、
今
、
十
善
の
位
に
生
た
ま
へ

る
が
な
つ
か
し
さ
に
、
見
た
て
ま
つ
る
也
。
又
、
大
臣
公
卿
よ
り
は
じ
め
て
、
あ
や
し
の
か
ら
か
さ
も
て
る
も
の
に

い
た
る
ま
で
、
前
世
の
戒
力
に
よ
り
て
差
別
あ
る
を
見
る
に
、
過
去
遠
ゝ
の
流
転
の
観
ぜ
ら
る
ゝ
な
り
」
と
ぞ
の
た

ま
ひ
け
る
。

天
皇
の
行
幸
を
見
た
源
信
が
妹
の
安
養
の
尼
に
、
現
世
に
「
十
善
の
位
」、
つ
ま
り
天
皇
と
し
て
生
ま
れ
る
の
は
前
世
の

戒
力
に
よ
る
と
し
、
現
世
に
お
け
る
身
分
の
差
は
、
前
世
に
積
ん
だ
戒
力
の
差
に
起
因
し
て
い
る
と
語
っ
た
と
い
う
説
話

で
あ
る
。
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こ
の
説
話
が
不
妄
語
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
意
味
は
分
か
り
に
く
い
部
分
が
あ
る
が
、
こ
の
説
話
の
直
前
に
「
五
戒

の
大
意
と
す
」
と
あ
り
、
説
話
内
で
も
「
戒
力
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
持
戒
に
よ
る
功
徳

の
力
を
示
す
話
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
二
巻
本
『
宝
物
集
』
で
は
、
こ
の
源
信
の
説
話
の
後
に
「
今
世
後

世
の
め
で
た
き
事
は
、
た
だ
五
戒
を
た
も
つ
に
過
ぎ
た
る
事
な
し
」
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
天
皇
が
過
去
遠
々
に
流
転
し
て
き
た
と
い
う
点
で
は
、「
大
臣
公
卿
」
や
「
あ
や
し
の
か
ら
か
さ
も
て
る
も

の
」
と
同
じ
輪
廻
の
中
の
衆
生
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
⓭
）。

　

し
か
し
、「
前
世
の
戒
力
に
よ
り
て
差
別
あ
る
」
と
も
し
て
お
り
、
前
世
の
戒
力
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
他
の

人
間
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
天
皇
の
前
世
に
つ
い
て
は
、
十
二
門
第
十
一
「
法
華
経
」（
巻
七
）
に
清
和
天
皇
の
前
世
説
話
が
存
在
す
る
。

　

文
徳
天
皇
の
御
時
、
法
花
経
三
千
部
よ
み
た
る
沙
門
、
内
供
奉
を
申
。
大
納
言
伴
善
男
、
是
を
う
け
ず
し
て
申
と

め
つ
。
沙
門
、
悪
念
を
お
こ
し
て
、「
三
千
部
の
経
を
三
つ
に
わ
け
て
、
一
千
部
を
も
て
は
国
王
と
む
ま
れ
、
一
千
部

が
力
を
も
て
は
伴
大
納
言
を
罰
し
、
一
千
部
が
力
に
て
難
行
苦
行
し
て
、
後
世
の
資
粮
に
せ
ん
」
と
ち
か
ひ
て
う
せ

ぬ
。
願
力
た
が
ふ
事
な
し
。
清
和
天
皇
と
む
ま
れ
て
、
伴
大
納
言
を
伊
豆
国
へ
な
が
し
つ
か
は
す
。

こ
の
よ
う
に
清
和
天
皇
の
前
世
を
「
法
花
経
三
千
部
よ
み
た
る
沙
門
」
と
す
る
説
話
で
あ
る
。
清
和
の
前
世
と
さ
れ
る
僧

は
「
内
供
奉
」
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、伴
善
男
に
そ
の
願
望
を
阻
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
怨
ん
で
「
悪

心
」
を
発
し
た
僧
は
、『
法
華
経
』
三
千
部
を
読
ん
だ
功
徳
を
三
つ
に
分
け
、
そ
の
う
ち
一
千
部
の
功
徳
に
よ
っ
て
天
皇
に
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転
生
す
る
こ
と
を
願
い
、
そ
の
願
に
違
う
こ
と
な
く
清
和
と
な
っ
た
と
す
る
。
な
お
こ
の
説
話
は
、
細
部
は
多
少
異
な
る

部
分
が
あ
る
が
『
江
談
抄
』
に
す
で
に
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
⓮
）。

　

こ
の
説
話
で
は
、
僧
は
「
悪
念
」
と
い
う
一
種
の
執
着
心
を
抱
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
天
皇
に
転
生
す
る
こ
と

を
願
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
僧
で
あ
れ
ば
現
世
に
お
け
る
執
着
心
を
無
く
し
て
輪
廻
の
世
界
か
ら
解
脱
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、

『
法
華
経
』
の
功
徳
を
廻
向
し
て
ま
で
再
び
人
間
世
界
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
天
皇
の
前
世
に
関
す
る
記
述
か
ら
は
、
天
皇
が
過
去
世
の
業
に
よ
っ
て
人
間
世
界
に
生
ま
れ
た
存
在
と
し
て

明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

た
だ
し
、
次
節
の
検
討
に
関
連
し
て
、
他
の
人
間
よ
り
も
前
世
の
戒
力
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
差
別
も
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

②
現
世
に
お
け
る
天
皇

　

前
節
で
は
、
十
二
門
第
三
で
源
信
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
天
皇
観
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
そ
こ
で
天
皇
は
、
大
臣
公
卿

以
下
の
人
間
と
同
じ
く
過
去
遠
々
に
流
転
し
て
き
た
存
在
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
最
も
優
れ
た
前
世
の
戒
力
を
持
つ
存
在
と

し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
。

　

こ
の
点
に
関
係
し
て
、
次
の
十
二
門
第
二
「
三
宝
」（
巻
四
）
に
み
ら
れ
る
説
話
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
概
要
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

後
一
条
天
皇
の
時
代
に
行
わ
れ
た
法
成
寺
金
堂
供
養
の
日
に
、
と
あ
る
河
内
国
の
聖
人
が
上
京
し
て
出
席
し
た
。

　

聖
人
は
関
白
藤
原
頼
通
が
多
く
の
官
人
ら
の
ほ
か
、
兄
弟
の
公
達
以
下
の
様
々
な
人
々
に
奉
仕
さ
れ
て
い
る
様
子
を
見
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て
「
一
の
人
」
こ
そ
が
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
に
後
一
条
が
鳳
輦
の
御
輿
に
乗
り
、
左
右
の
近
衛
の
陣
が
引
か
れ
、
乱
声
の
演
奏
と
と
も
に
出
御
す

る
様
子
を
見
て
鳥
肌
が
立
ち
、「
公
こ
そ
め
で
た
き
事
な
り
け
れ
」
と
感
じ
、「
う
ら
山
し
く
」
も
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
後
一
条
は
御
輿
か
ら
降
り
、
極
楽
の
よ
う
に
荘
厳
さ
れ
た
堂
の
「
金
色
の
御
仏
」
の
前
を
両
袖
を
か
き
あ
わ

せ
て
畏
ま
り
な
が
ら
通
過
し
た
。
こ
れ
を
見
た
聖
人
は
最
終
的
に
仏
こ
そ
が
最
も
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、「
は
や
く
彼
の
聖
人
の
お
も
ひ
を
な
し
て
、
諸
仏
に
た
の
み
を
か
け
奉
り
て
、
仏
道
を
ね
が
ひ
給
ふ
べ
き
也
」

と
し
て
、
帰
依
仏
を
説
く
部
分
が
締
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
話
で
河
内
国
の
聖
人
は
最
勝
た
る
存
在
を
、
関
白
頼
通
→
後
一
条
天
皇
→
仏
の
順
で
思
い
な
お
し
て
い
く
。
最
終

的
に
は
仏
に
帰
依
し
て
成
仏
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
然
な
が
ら
仏
を
除
け
ば
、
最
も
「
め
で
た
き
」

存
在
は
天
皇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
こ
の
河
内
国
の
聖
人
の
説
話
は
、『
大
鏡
』
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ

で
は
関
白
頼
通
→
大
殿
道
長
→
天
皇
→
仏
の
順
で
聖
人
は
最
勝
た
る
存
在
を
思
い
な
お
し
て
い
る
。

　

前
節
の
源
信
の
説
話
と
併
せ
、『
宝
物
集
』
で
は
天
皇
を
現
世
で
は
最
も
優
れ
た
存
在
と
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

た
だ
し
、『
宝
物
集
』
の
筋
書
き
に
お
い
て
は
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
存
在
で
あ
る
天
皇
も
十
二
門
を
実
践
し
成
仏
す

べ
き
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、「
道
心
を
お
こ
し
、
出
家
遁
世
し
て
仏
道
を
も
と
む
」
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
十
二
門
第
一
「
道
心
」（
巻
四
）

で
は
、
日
本
の
出
家
遁
世
し
た
者
の
事
例
の
先
頭
に
、

　

寛
平
法
皇
、
出
家
遁
世
し
て
、
所
ゝ
に
修
行
し
給
ひ
け
り
。（
中
略
）
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花
山
の
法
皇
は
、
十
善
の
位
、
万
機
の
政
を
す
て
て
、
清
涼
紫
宸
の
玉
の
す
だ
れ
を
出
て
、
は
る
か
に
那
智
の
山

に
こ
も
り
給
ふ
。

と
し
て
、
宇
多
法
皇
と
花
山
法
皇
の
事
例
を
挙
げ
る
。

　

こ
の
説
話
の
前
に
は
、天
竺
の
事
例
と
し
て
「
十
善
の
位
」
を
捨
て
て
仏
道
を
求
め
た
善
無
畏
三
蔵
と
「
天
竺
の
国
王
」

の
話
、
続
い
て
仏
法
に
帰
依
し
た
震
旦
の
国
王
の
話
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
続
い
て
宇
多
と
花
山
か
ら
始
ま
る
日
本
の
出
家

遁
世
者
の
事
例
が
語
ら
れ
て
い
る
。
両
法
皇
の
話
は
、
日
本
の
出
家
者
の
模
範
的
事
例
の
先
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

　

こ
の
他
に
も
、「
も
ろ
〳
〵
の
行
業
を
つ
み
て
仏
に
な
る
べ
し
」
と
し
、「
心
あ
る
人
は
皆
、
仏
像
を
あ
ら
は
し
、
堂
を
つ

く
ら
ぬ
や
は
侍
る
」
と
し
て
造
仏
・
造
寺
の
事
例
が
語
ら
れ
る
十
二
門
第
四
「
行
業
」
で
は
、東
大
寺
建
立
説
話
の
後
に
、「
仏

を
申
せ
ば
十
六
丈
、
金
銅
の
盧
舎
那
な
り
。
こ
れ
を
営
み
た
ま
ひ
け
ん
、
い
か
ゞ
行
業
と
な
ら
ず
侍
ら
ん
」
と
あ
り
、
聖

武
天
皇
の
東
大
寺
建
立
が
成
仏
の
た
め
の
行
業
の
例
証
と
さ
れ
て
い
る
。

　

十
二
門
部
で
は
、
模
範
的
な
事
例
と
し
て
天
皇
の
事
績
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
が
、
現
世
で
最
も
優
れ
た

存
在
で
あ
る
天
皇
で
す
ら
成
仏
を
目
指
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
、十
二
門
を
実
践
し
て
成
仏
す
べ
き
と
い
う
『
宝
物
集
』

の
思
想
を
強
調
す
る
効
果
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

③
天
皇
の
罪
業
に
つ
い
て

　

第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
宝
物
集
』
で
は
す
で
に
六
道
部
の
地
獄
に
つ
い
て
語
る
部
分
（
巻
二
）
で
醍
醐
天
皇
や
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白
河
上
皇
の
罪
業
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
十
二
門
部
第
六
「
懺
悔
」（
巻
六
）
に
も
、
本
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
醍
醐
天
皇

が
自
身
の
罪
業
を
恐
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
説
話
が
存
在
し
て
い
る
。

　

十
二
門
第
六
で
は
、
人
間
の
様
々
な
行
為
や
思
い
は
悉
く
罪
業
と
な
る
と
し
、
そ
れ
ら
の
往
生
の
妨
げ
と
な
る
罪
業
を

懺
悔
し
て
成
仏
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
懺
悔
を
説
く
た
め
に
、『
宝
物
集
』
は
「
刹
利
居
士
の
懺
悔
」
を
利
用
し

て
お
り
、
こ
れ
は
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
み
ら
れ
る
も
の
（
⓯
）
と
さ
れ
る
が
、『
宝
物
集
』
で
は
、
正
法
に
よ
る
治
国

→
六
斎
日
の
不
殺
生
→
深
く
因
果
を
信
じ
る
こ
と
の
順
で
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、正
法
に
よ
る
治
国
を
説
く
部
分
で
醍
醐
が
「
政
す
な
ほ
な
ら
ざ
る
」
罪
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
確
認
の
た
め
に
は
、
醍
醐
の
説
話
に
至
る
ま
で
の
筋
書
き
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
多
少
長

く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
醍
醐
の
説
話
に
至
る
ま
で
の
大
筋
を
示
し
て
か
ら
醍
醐
の
説
話
を
み
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
正
法
に
よ
る
治
国
に
つ
い
て
は
、「
政
、
正
法
な
ら
ざ
れ
ば
、
天
下
み
だ
れ
ぬ
。
天
下
み
だ
れ
ぬ
る
は
民
の
歎
き
、

則
、
罪
業
な
り
」
と
し
、
正
法
に
よ
っ
て
国
を
治
め
な
け
れ
ば
結
果
と
し
て
罪
業
と
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

政
を
改
め
て
正
し
く
行
う
こ
と
は
懺
悔
に
な
る
と
い
い
、
中
国
の
事
例
が
語
ら
れ
て
い
く
。

　

中
国
の
事
例
で
は
、
ま
ず
周
の
文
王
が
太
公
望
を
得
た
こ
と
や
殷
の
高
宗
が
傅
説
を
も
と
め
て
政
を
と
ら
せ
た
こ
と
な

ど
、
優
秀
な
臣
下
を
用
い
た
国
王
の
事
例
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
は
、
唐
の
玄
宗
が
一
行
阿
闍
梨
を
楊
貴
妃
に
近
づ
い

た
疑
い
で
流
罪
に
し
、
そ
の
後
に
安
禄
山
に
な
や
ま
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
。

　

さ
ら
に
、「
屈
原
、
罪
な
く
し
て
い
ま
し
め
ら
れ
し
か
ば
、
汨
羅
の
淵
に
身
を
な
げ
、
邦
術
、
犯
し
な
く
し
て
罪
を
か
ぶ

り
し
か
ば
、
五
月
天
に
霜
く
だ
り
き
」
な
ど
、
讒
言
に
よ
り
失
脚
し
た
臣
下
や
、「
夫
差
の
五
員
を
う
し
な
ふ
末
に
、
越
王

勾
践
に
ほ
ろ
ぼ
さ
る
」
な
ど
、
臣
下
の
諫
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
国
王
の
事
例
が
語
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
例
を
述
べ
、「
政
す
な
ほ
な
ら
ざ
る
は
、
現
当
二
世
の
た
ゝ
り
に
侍
る
事
な
り
」
と
し
て
、
正
法
に
よ
ら

な
い
政
に
よ
っ
て
現
世
・
来
世
で
罪
報
を
受
け
る
こ
と
を
説
く
。

　

そ
の
後
、
日
本
に
も
そ
の
よ
う
な
事
例
は
多
く
あ
る
と
し
て
、
僧
位
を
め
ぐ
っ
て
怨
み
を
抱
い
た
観
算
が
雷
と
な
っ
て

藤
原
清
貫
と
平
希
世
ら
を
殺
し
た
こ
と
を
語
り
、
続
け
て
醍
醐
の
説
話
と
な
る
。

　

又
、
公
忠
の
弁
よ
み
が
へ
り
て
、
急
ぎ
参
内
し
て
、「
閻
魔
王
宮
に
し
て
、
政
を
う
ら
み
て
、
延
喜
の
帝
を
め
し
て

給
ひ
候
へ
と
い
ふ
声
な
ん
侍
り
つ
る
」
と
奏
し
け
れ
ば
、
俄
か
に
延
長
と
云
ふ
年
号
に
か
は
り
て
こ
そ
、
と
は
申
て

侍
る
め
れ
。

閻
魔
王
宮
は
醍
醐
天
皇
の
政
を
正
法
な
ら
ざ
る
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
政
に
不
満
を
抱
き
冥
界
に
召
喚

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
源
公
忠
か
ら
聞
い
た
醍
醐
は
、
延
喜
か
ら
延
長
に
改
元
し
た
と
い
う
。

　

ち
な
み
に
、延
長
の
改
元
は『
日
本
紀
略
』の
改
元
当
日
条
に
よ
れ
ば「
水
潦
疾
疫
」が
理
由
と
さ
れ
る（
延
長
元〈
九
二
三
〉

年
閏
四
月
十
一
日
条
）。
し
か
し
、
改
元
前
の
同
年
三
月
二
十
一
日
に
醍
醐
皇
子
保
明
親
王
の
死
に
つ
い
て
、「
挙
レ
世
云
、

菅
帥
霊
魂
宿
忿
所
レ
為
也
」
と
も
さ
れ
、
改
元
後
の
四
月
二
十
日
に
は
道
真
の
本
官
復
位
と
正
二
位
の
追
贈
が
さ
れ
て
い

る
た
め
、
道
真
の
怨
霊
へ
対
処
す
る
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
宝
物
集
』
で
は
道
真
の
姿
は
み
ら
れ
な
い
説
話
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
話
は
『
宝
物
集
』
以
前
に
は
『
江
談
抄
』
に

み
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
道
真
と
さ
れ
る
冥
界
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
類
聚
本
『
江
談
抄
』
三
に
お
い
て
は
次
の

よ
う
に
始
ま
る
説
話
と
な
っ
て
い
る
。
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急
死
し
た
公
忠
が
家
中
の
者
た
ち
に
「
私
を
参
内
さ
せ
よ
」
と
、
や
た
ら
と
熱
心
に
告
げ
た
の
で
、
家
人
た
ち
に
扶
助

さ
れ
な
が
ら
参
内
し
、醍
醐
に
閻
魔
庁
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
奏
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
し
て
公
忠
が
奏
し
た
こ
と
は
、

初
め
頓
滅
の
剋
、
覚
え
ず
し
て
冥
官
に
至
る
。
門
前
に
一
り
の
人
有
り
。
一
丈
余
り
、
紫
の
袍
を
衣
て
、
金
の
書
札

を
捧
げ
、
訴
へ
て
云
は
く
、『
延
喜
の
主
の
所
為
、
尤
も
安
か
ら
ず
』
と
い
へ
り
。
堂
上
に
朱
と
紫
を
、
紆
へ
る
者

三
十
ば
か
り
の
輩
有
り
。
そ
の
中
の
第
二
座
の
者
咲
ひ
て
云
は
く
、『
延
喜
の
帝
は
す
こ
ぶ
る
も
っ
て
荒
涼
な
り
。
も

し
く
は
改
元
有
る
か
』
と
云
々
。
事
了
り
て
夢
の
ご
と
く
、
た
ち
ま
ち
に
蘇
生
す
（
⓰
）。

と
の
こ
と
で
あ
り
、
紫
の
袍
を
着
た
人
物
（
新
大
系
の
注
で
は
『
水
言
鈔
』
の
説
話
配
列
か
ら
こ
の
人
物
を
菅
原
道
真
と

す
る
）、
つ
ま
り
道
真
が
「
延
喜
の
帝
が
自
分
を
左
遷
し
た
こ
と
は
実
に
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
さ
ら

に
冥
官
の
「
第
二
坐
の
者
」
が
「
延
喜
の
帝
は
す
こ
ぶ
る
思
慮
に
か
け
た
振
舞
い
を
す
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
改
元
が
あ

る
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
引
用
部
の
後
に
、
醍
醐
が
た
ち
ま
ち
に
改
元
し
た
と
し
て
本
話
は
終
わ
っ
て
い
る
。

　
『
宝
物
集
』で
は「
閻
魔
王
宮
」の
声
の
主
に
つ
い
て
細
か
く
記
さ
な
い
が
、『
江
談
抄
』に
拠
っ
た
な
ら
ば
道
真
と
な
ろ
う
。

ま
た
『
宝
物
集
』
で
は
、
公
忠
の
説
話
以
前
に
は
中
国
に
お
い
て
臣
下
が
適
切
に
処
遇
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
が
語
ら
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
醍
醐
は
地
獄
道
部
で
堕
地
獄
説
話
が
語
ら
れ
て
お
り
、
地
獄
に
堕
ち
た
理
由
と
し
て
「
無
実
を

も
つ
て
菅
原
右
大
臣
を
流
罪
」
と
し
た
罪
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

と
す
れ
ば
、『
宝
物
集
』
で
は
声
の
正
体
は
明
確
で
は
な
い
が
、
閻
魔
王
宮
が
「
政
を
う
ら
み
て
、
延
喜
の
帝
を
め
し
て

給
ひ
候
へ
と
い
ふ
声
」
を
発
し
た
理
由
も
、
罪
の
無
い
道
真
を
誤
っ
て
左
遷
し
た
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

068



『宝物集』における天皇

　

醍
醐
は
政
を
改
め
な
け
れ
ば
死
亡
し
て
閻
魔
王
宮
で
罪
が
問
わ
れ
、
最
悪
の
場
合
に
は
地
獄
に
堕
ち
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
話
に
お
け
る
醍
醐
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
恐
れ
て
改
元
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

説
話
の
解
釈
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
本
話
か
ら
は
罪
業
に
よ
る
報
い
を
恐
れ
る
天
皇
の
姿
が
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

④
天
皇
の
往
生
に
つ
い
て

　
『
宝
物
集
』
が
天
皇
の
堕
地
獄
や
罪
業
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
同
じ
く
来

世
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
天
皇
の
往
生
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
一
節
で
示
し
た
十
二
門
第
十
一
「
法
華
経
」（
巻
七
）
の
清
和
天
皇
の
説
話
を
取
り
上
げ
る
。

　

再
度
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
こ
こ
で
は
先
行
す
る
『
江
談
抄
』
の
類
話
に
は
み
ら
れ
な
い
次
の
部
分
を
示
す
。

　

さ
て
後
に
、
丹
波
国
水
の
尾
と
云
ふ
所
に
こ
も
り
ゐ
て
、
難
行
苦
行
し
給
ひ
き
。
悪
念
を
も
て
廻
向
す
る
、
猶
し
、

た
が
ふ
事
な
し
。
い
は
ん
や
、
往
生
極
楽
の
た
め
に
廻
向
せ
ん
人
、
た
が
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。

第
一
節
で
引
用
し
た
説
話
に
続
く
部
分
で
あ
る
が
、
清
和
は
後
に
水
尾
山
で
「
難
行
苦
行
」
し
た
と
い
い
、『
法
華
経
』
の

功
徳
を
廻
向
し
た
三
つ
目
の
願
で
あ
っ
た
「
難
行
苦
行
し
て
、
後
世
の
資
粮
に
せ
ん
」
こ
と
が
叶
え
ら
れ
た
こ
と
を
語
る
。

そ
し
て
、「
悪
念
」
を
も
っ
て
法
華
経
の
功
徳
を
廻
向
し
た
と
し
て
も
全
て
願
が
叶
う
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
極
楽
往
生
の

た
め
に
功
徳
を
廻
向
す
る
者
の
願
が
叶
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
と
す
る
。
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清
和
の
「
難
行
苦
行
」
の
記
述
は
、お
そ
ら
く
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
（
八
八
〇
）
年
一
二
月
四
日
条
が
基
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
⓱
）。
そ
こ
で
は
、
清
和
は
山
林
修
行
や
巡
礼
、
酒
酢
塩
豉
を
断
つ
な
ど
の
厳
し
い
食
事
制
限
を

行
い
、
臨
終
に
は
金
剛
陀
羅
尼
を
誦
し
て
西
方
を
向
き
、
結
跏
趺
坐
し
て
定
印
を
結
び
崩
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
後
に
三

善
為
康
は
本
条
を
基
に
し
て
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
の
下
巻
冒
頭
に
清
和
天
皇
伝
を
載
せ
て
い
る
。

　

清
和
の
「
難
行
苦
行
」
の
記
述
が
『
日
本
三
大
実
録
』
の
記
事
に
拠
っ
て
い
る
な
ら
ば
（
⓲
）、『
宝
物
集
』
は
明
確
に
は

記
し
て
い
な
い
も
の
の
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』
と
同
様
に
清
和
は
「
難
行
苦
行
」
に
よ
り
往
生
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
想
定

し
て
い
る
と
考
え
る
（
⓳
）。

　

次
に
十
二
門
第
十
二
「
称
念
弥
陀
」（
巻
七
）
の
記
述
を
取
り
上
げ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
日
本
に
お
い
て
「
弥
陀
を
称
念
し
て
極
楽
に
往
生
し
た
る
人
」
の
名
前
を
挙
げ
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
の

な
か
に
「
花
山
院
」
と
「
先
一
条
院
」
の
名
が
み
ら
れ
る
。

　

一
条
天
皇
は
、
す
で
に
十
二
門
第
六
「
懺
悔
」（
巻
六
）
で
往
生
を
遂
げ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
た
（
⓴
）。
一
条
が
往
生
し

た
と
語
ら
れ
る
前
に
は
、
魏
の
文
帝
に
つ
い
て
「
政
す
な
ほ
に
し
て
他
の
善
な
し
と
い
へ
ど
も
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
給

へ
り
」
と
し
、政
が
正
法
で
あ
っ
た
た
め
他
の
善
は
無
か
っ
た
が
往
生
を
遂
げ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
日
本
に
も
「
政

す
な
ほ
」
で
あ
り
民
を
い
つ
く
し
ん
だ
天
皇
が
多
く
存
在
し
た
と
い
い
、
そ
の
例
と
し
て
仁
徳
天
皇
と
一
条
を
挙
げ
、
一

条
に
つ
い
て
は
往
生
を
遂
げ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
み
ら
れ
る
一
条
朝
に
活
躍
し
た
親
王
や
大
臣

公
卿
以
下
の
人
物
の
記
述
が
あ
り
、『
宝
物
集
』
の
一
条
の
往
生
に
つ
い
て
の
記
述
は
同
伝
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
花
山
天
皇
に
関
し
て
は
、
院
政
期
の
往
生
伝
の
類
に
は
そ
の
伝
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
摂
関
期
に

あ
た
る
一
一
世
紀
前
半
の
『
楞
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』（
㉑
）
の
中
に
、
花
山
法
皇
伝
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
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し
て
お
き
た
い
。

　
『
楞
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』
は
そ
の
名
の
通
り
、
比
叡
山
横
川
の
楞
厳
院
で
催
さ
れ
た
廿
五
三
昧
会
の
会
衆
の

過
去
帳
で
、
五
十
一
名
の
会
衆
を
没
年
順
に
並
べ
て
生
没
年
を
記
し
、
往
生
業
が
顕
著
な
十
七
名
の
会
衆
に
つ
い
て
は
そ

の
行
業
が
記
さ
れ
て
い
る
。
廿
五
三
昧
会
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
影
響
さ
れ
て
発
足
し
た
念
仏
集
団
と
さ
れ
る
（
㉒
）。

な
お
、
こ
の
過
去
帳
に
つ
い
て
書
写
者
の
慶
政
は
、
源
信
が
書
き
始
め
、
そ
の
没
後
に
覚
超
が
書
き
継
い
だ
も
の
と
す
る

説
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
過
去
帳
に
収
録
さ
れ
て
い
る
花
山
法
皇
伝
に
は
、

　
　

花
山
法
皇
〈
寛
弘
五
年
二
月
八
日
崩
御
生
年
四
十
一
〉

捨
金
輪
位
、
作
沙
門
形
、
忝
至
尊
之
叡
質
、
蹔
為
一
結
之
等
侶
、
彼
時
結
衆
択
一
勝
地
、
各
立
一
卒
堵
婆
、
以
占

墳
墓
之
処
、
降
綸
旨
云
、
現
世
昇
沈
上
下
雖
隔
、
菩
提
依
正
、
彼
我
何
異
、
我
与
汝
等
、
欲
同
事
矣
、
即
依
宣
旨
、

二
十
五
中
心
、
立
御
願
卒
堵
婆
了
、
今
依
遣
詔
、
以
御
骨
奉
安
置
彼
処
也
、
仙
骨
俗
骨
共
契
東
山
之
暮
雲
、
聖
霊
凡

霊
同
期
西
方
之
暁
月
、
御
願
之
旨
深
以
随
喜
、
抑
聖
霊
帰
花
城
、
而
遷
化
、
御
臨
終
事
難
知
、
和
光
同
塵
、
形
迹
不

定
、
示
善
現
悪
、
凡
情
叵
測
、
大
権
方
便
、
不
可
軽
議
者
也
、

と
あ
る
。
た
だ
し
、
往
生
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、「
而
遷
化
、
御
臨
終
事
難
知
、
和
光
同
塵
、
形
迹
不
定
、
示
善
現

悪
、
凡
情
叵
測
、
大
権
方
便
、
不
可
軽
議
者
也
」
と
あ
り
、
凡
人
に
は
測
り
難
く
軽
々
し
く
論
じ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

明
言
を
避
け
て
い
る
（
㉓
）。
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し
か
し
、
花
山
は
念
仏
集
団
廿
五
三
昧
会
の
「
一
結
之
等
侶
」
と
な
り
、
過
去
帳
に
往
生
業
が
顕
著
で
あ
っ
た
人
物
と

み
な
さ
れ
て
そ
の
伝
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
に
拠
っ
て
『
宝
物
集
』
は
花
山
を
「
称
念
弥
陀
」
に
よ
っ
て
往
生
し

た
人
物
と
明
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
『
宝
物
集
』
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
（
㉔
）。
康
頼
は
そ
の
源
信
の
著
と
さ
れ
た
『
楞
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』
を
見
て
花
山
を
往
生
者
と
み
な

し
た
と
考
え
る
。

　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
『
宝
物
集
』
に
お
け
る
天
皇
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
で
の
各
説
話
の
検
討
を
総
合

し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
。

　
『
宝
物
集
』
で
は
天
皇
も
六
道
に
お
い
て
苦
を
受
け
る
存
在
と
さ
れ
、
成
仏
の
た
め
の
十
二
門
の
道
の
い
ず
れ
か
を
行

う
こ
と
で
成
仏
・
往
生
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
人
間
と
し
て
苦
を
受
け
、
十
二
門
の
い
ず
れ
か
で
仏
と
な
る
と
さ
れ
る
こ

と
は
、
他
の
者
と
区
別
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
観
は
、
巻
二
の
先
頭
の
「
普
安
王
の
さ
と
し
」
に
み
ら
れ
る
、「
前

世
に
十
善
を
守
っ
た
功
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
国
王
だ
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
現
世
の
は
か
な
い
存
在
で
あ
り
、
仏
法
に

帰
依
し
て
成
仏
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
国
王
観
に
通
ず
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
日
本
の
人
間
の
中
で
は
最
も
前
世
の
戒
力
が
あ
る
と
さ
れ
、
最
も
「
め
で
た
き
」
存
在
と
も
さ
れ
、
他
の
人

間
と
は
一
線
を
画
す
存
在
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
た
。
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本
稿
で
検
討
し
て
き
た
天
皇
に
関
す
る
記
述
が
、「
人
間
に
と
っ
て
こ
の
世
に
お
け
る
最
勝
の
宝
は
仏
法
で
あ
り
、
苦
の

世
界
で
あ
る
六
道
か
ら
脱
け
出
し
て
成
仏
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
た
め
の
例
証
と
し
て
『
宝
物
集
』
で
用
い
ら
れ

て
い
る
意
味
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　

現
世
で
最
も
優
れ
た
存
在
で
あ
る
天
皇
も
生
老
病
死
の
苦
を
受
け
、
生
前
に
罪
を
作
れ
ば
来
世
で
は
地
獄
に
堕
ち
る
。

だ
か
ら
こ
そ
天
皇
の
地
位
を
捨
て
て
修
行
し
た
り
、
造
寺
造
仏
を
行
っ
た
り
、
正
法
に
よ
っ
て
国
を
治
め
た
り
し
て
、
功

徳
を
積
ん
で
六
道
を
離
れ
て
成
仏
し
よ
う
と
す
る
。
日
本
の
人
間
の
中
で
最
勝
の
存
在
で
あ
る
天
皇
で
す
ら
こ
の
よ
う
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
下
の
人
間
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
法
に
思
い
を
か
け
て
成
仏
の
た
め
の
道
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と

読
者
に
説
く
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

ま
た
、『
宝
物
集
』
は
作
品
の
筋
書
き
に
合
わ
せ
て
天
皇
の
前
世
、
現
世
に
お
け
る
功
徳
や
罪
業
、
来
世
に
関
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
採
り
込
み
、天
皇
を
輪
廻
転
生
の
世
界
の
中
に
完
全
に
組
み
込
ん
で
い
た
。
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
『
宝
物
集
』

と
い
う
一
つ
の
作
品
内
に
お
い
て
、
天
皇
の
三
世
が
漏
れ
な
く
語
ら
れ
、
明
確
に
輪
廻
転
生
す
る
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

天
皇
を
輪
廻
転
生
す
る
存
在
と
し
て
明
確
に
語
り
始
め
ら
れ
る
の
が
院
政
期
、
特
に
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
～

一
一
一
一
年
）
の
時
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
を
輪
廻
転
生
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
約
一
世
紀
を
経
て
貴

族
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
（
㉕
）
こ
と
を
『
宝
物
集
』
の
記
述
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
天
皇
観

を
有
す
る
作
品
が
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
移
行
す
る
時
代
の
転
換
期
に
成
立
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
い
と
う　

し
ょ
う
た
・
文
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年
）
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［
註
］

（
１
）
小
泉
弘
編
『
宝
物
集　

中
世
古
写
本
三
種
』（
古
典
文
庫
、一
九
七
一
年
）、同
『
古
鈔
本
寶
物
集　

研
究
編
』（
角
川
書
店
、一
九
七
三
年
）。

小
泉
氏
は
著
者
平
康
頼
は
ま
ず
一
巻
本
を
書
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
第
二
種
七
巻
本
も
康
頼
自
身
の
改
稿
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
『
千

載
和
歌
集
』
の
成
立
（
文
治
四
〈
一
一
八
八
〉
年
四
月
二
十
二
日
）
以
前
に
完
成
し
て
い
た
と
す
る
。

（
２
）
山
田
昭
全
「
宝
物
集　

解
説
」（
小
泉
弘
ほ
か
校
注
『
宝
物
集　

閑
居
友　

比
良
山
古
人
霊
託
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
３
）
前
掲
注
（
２
）
小
泉
弘
ほ
か
校
注
文
献
。

（
４
）
一
巻
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
翻
刻
し
た
小
泉
弘
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
寶
物
集
』
翻
刻
」（『
国
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
六
、

一
九
八
八
年
三
月
）、
二
巻
本
は
北
海
道
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
を
翻
刻
し
た
追
塩
千
尋
・
北
海
道
説
話
文
学
研
究
会
「
北
海
道
大
学
付

属
図
書
館
蔵　

二
巻
本
『
宝
物
集
』
校
訂
本
文
」（『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』
三
七
、二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
片
仮
名
古
活
字
三
巻
本

は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
山
田
昭
全
ほ
か
編
『
宝
物
集
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
５
）
吉
原
浩
人
「
日
本
往
生
極
楽
記
と
院
政
期
往
生
伝
―
天
皇
の
往
生
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
本
田
義
憲
ほ
か
編
『
説
話
の
講
座　

第
四
巻　

説
話
集
の
世
界
Ⅰ
―
古
代
―
』
所
収
、
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
、
一
三
三
頁
）。

（
６
）
筆
者
は
吉
原
氏
の
論
な
ど
に
導
か
れ
な
が
ら
、
一
二
世
紀
に
天
皇
の
前
世
に
つ
い
て
の
説
話
が
展
開
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
が

天
皇
権
威
の
変
化
に
関
わ
る
現
象
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
院
政
期
の
天
皇
前
世
説
話
に
つ
い
て
」〈『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』

七
一
、二
〇
二
一
年
八
月
〉）。

（
７
）
以
下
、康
頼
に
つ
い
て
は
、橘
純
孝
「
平
康
頼
伝
考
」（『
大
谷
學
報
』
一
二
―
一
、一
九
三
一
年
一
月
）、山
田
昭
全
「
平
康
頼
伝
記
研
究
」

（
同
『
山
田
昭
全
著
作
集　

第
２
巻　

宝
物
集
研
究
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
参
照
。

（
８
）『
国
史
大
辞
典
』「
中
原
氏
」
の
項
参
照
。

（
９
）
山
田
昭
全
「
平
康
頼
の
資
料
蒐
集
と
処
理
方
法
―
『
宝
物
集
』
の
場
合
―
」（
前
掲
注
（
７
）
山
田
昭
全
文
献
所
収
、初
出
一
九
八
〇
年
）。

（
１０
）醍
醐
天
皇
の
堕
地
獄
と
高
丘
親
王
の
歌
を
セ
ッ
ト
で
語
る
こ
と
は
、中
世
の
説
話
集
で
は『
十
訓
抄
』と『
沙
石
集
』に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

（
１１
）
以
下
、
三
巻
本
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
山
田
昭
全
ほ
か
編
『
宝
物
集
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
１２
）
三
巻
本
上
巻
で
は
、「
是
迄
ハ
命
ア
ラ
バ
、
又
古
郷
ヘ
帰
ル
事
モ
有
ヌ
ベ
シ
。
永
命
ニ
及
ブ
恨
ミ
モ
多
ク
侍
メ
リ
」
と
す
る
。

（
１３
）
田
中
徳
定
氏
は
こ
の
源
信
の
説
話
か
ら
、「
現
世
の
天
皇
を
、
前
世
の
戒
行
に
よ
る
転
生
と
捉
え
る
視
点
」
と
「
現
世
に
お
い
て
こ
そ
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身
分
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
前
世
に
お
け
る
戒
行
の
結
果
で
あ
っ
て
、
前
世
に
あ
っ
て
は
天
皇
は
大
臣
公
卿
以
下
の
人
々
と
差

別
が
な
い
」
と
す
る
考
え
を
読
み
と
っ
て
い
る
（
田
中
徳
定
「「
十
善
の
君
」
考
―
天
皇
の
前
世
を
め
ぐ
る
問
題
と
関
連
さ
せ
て
―
」〈
水

原
一
編
『
古
文
学
の
流
域
』
所
収
、
新
典
社
、
一
九
九
六
年
〉）。

（
１４
）
類
聚
本
『
江
談
抄
』
三
に
よ
れ
ば
、「
清
和
太
上
天
皇
、
先
身
は
僧
為
り
。
件
の
僧
、
内
供
奉
十
禅
師
を
望
む
。
深
草
天
皇
は
補
せ
し

め
ん
と
欲
ひ
た
ま
ふ
。
し
か
る
に
善
男
奏
し
て
も
つ
て
停
む
。
件
の
僧
、
悪
心
を
発
し
法
華
経
三
千
部
を
読
み
奉
る
。
願
に
云
は
く
、「
千

部
の
功
力
を
も
つ
て
、
当
生
に
よ
ろ
し
く
帝
王
と
為
る
べ
し
。
千
部
の
功
力
を
も
つ
て
、
善
男
の
た
め
に
そ
の
妨
げ
を
成
す
べ
し
。
残

り
の
千
部
の
功
力
を
も
つ
て
、
ま
さ
に
妄
執
を
蕩
し
て
苦
を
離
れ
道
を
得
べ
し
」
と
。
こ
の
僧
、
命
終
し
て
幾
程
も
な
く
、
清
和
天
皇

誕
生
し
た
ま
ふ
。
童
稚
の
齢
為
り
と
い
へ
ど
も
、
先
世
の
宿
縁
に
依
り
、
事
に
触
れ
て
善
男
を
悪
ま
し
め
た
ま
ふ
。
善
男
そ
の
気
色
を

見
て
修
験
の
僧
を
語
ら
ひ
得
て
、
如
意
輪
法
を
修
せ
し
む
。
よ
り
て
す
な
は
ち
寵
を
成
せ
り
。
し
か
れ
ど
も
宿
業
の
答
ふ
る
と
こ
ろ
、

事
に
坐
し
て
罪
に
至
る
」
と
あ
る
。

（
１５
）
前
掲
注
（
２
）
小
泉
弘
ほ
か
校
注
文
献
二
六
〇
頁
注
四
。

（
１６
）『
江
談
抄
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
後
藤
昭
雄
ほ
か
校
注
『
江
談
抄　

中
外
抄　

富
家
語
』〈
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
〉）

に
よ
る
。

（
１７
）
前
掲
注
（
６
）
拙
稿
。

（
１８
）『
後
拾
遺
往
生
伝
』
の
成
立
は
、
同
じ
く
為
康
著
の
『
拾
遺
往
生
伝
』
の
成
立
後
一
一
二
三
年
か
ら
為
康
の
没
年
一
一
三
九
年
の
間
と

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』
は
『
宝
物
集
』
の
成
立
時
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
巻
七
の
「
称
念
弥
陀
」

で
挙
げ
ら
れ
る
「
弥
陀
を
称
念
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
事
」
を
記
し
た
書
名
の
中
に
は
「
三
善
為
康
拾
遺
往
生
伝
」
と
あ
る
が
、『
後
拾

遺
往
生
伝
』
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。

（
１９
）
一
巻
本
で
は
十
二
門
第
一
「
道
心
」
に
、「
清
和
天
皇
ハ
、
十
善
之
位
、
万
機
之
政
ヲ
ス
テ
ヽ
、
山
林
流
浪
シ
テ
、
水
尾
丹
後
之
国
ニ

有
ト
イ
フ
ト
コ
ロ
ニ
コ
モ
リ
ヰ
タ
マ
ヒ
ニ
キ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
三
巻
本
で
は
清
和
の
前
世
の
僧
の
三
つ
目
の
願
を
「
我
終
ニ
仏
道
ヲ

成
サ
ン
」
と
し
、
清
和
の
修
行
と
そ
の
評
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
御
門
未
ダ
若
ク
ヲ
ワ
シ
マ
シ
ケ
レ
ド
モ
、
道
心
ヲ
発
シ
、
御

出
家
有
テ
、
水
尾
ト
云
処
ニ
籠
リ
居
サ
セ
給
テ
、
イ
ミ
ジ
ク
行
ナ
ヒ
ス
マ
サ
セ
給
ヒ
ケ
リ
。
彼
御
誓
ヒ
三
ニ
別
テ
、
廻
向
シ
給
ヒ
ケ

ル
。
一
モ
不
違
遂
サ
セ
給
ヒ
ケ
ル
事
ヲ
思
ニ
、
法
華
経
ノ
イ
ミ
シ
キ
タ
メ
シ
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
。
カ
ゝ
ル
タ
メ
シ
多
ク
侍
レ
ド
モ
、
難
申
尽
。
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ト
ク
〳
〵
此
経
ヲ
修
行
シ
テ
仏
道
ヲ
遂
サ
セ
給
フ
ベ
キ
也
」。
三
巻
本
に
よ
れ
ば
、
清
和
は
前
世
の
願
に
違
う
こ
と
な
く
修
行
を
積
ん
で

仏
道
を
成
就
し
た
人
物
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
２０
）『
続
本
朝
往
生
伝
』
か
ら
一
条
朝
に
活
躍
し
た
親
王
や
大
臣
公
卿
以
下
の
人
物
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、『
宝
物
集
』
の
一
条
の
往

生
に
つ
い
て
の
記
述
は
同
伝
に
拠
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
２１
）
序
文
は
長
和
二
（
一
〇
一
二
）
年
に
記
さ
れ
て
お
り
、
最
末
の
伝
は
長
元
七
（
一
〇
三
四
）
年
没
の
覚
超
で
あ
る
。

（
２２
）
平
林
盛
徳
「
資
料
紹
介　

楞
厳
院
廿
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
」（『
書
陵
部
紀
要
』
三
七
、一
九
八
六
年
二
月
）。
花
山
法
皇
伝
の
引
用
も

こ
れ
に
よ
る
。

（
２３
）
前
掲
注
（
５
）
吉
原
浩
人
文
献
。

（
２４
）
前
掲
注
（
９
）
山
田
昭
全
文
献
。

（
２５
）
大
隅
和
雄
氏
は
時
期
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
が
、「
貴
族
の
中
に
は
、
因
果
と
輪
廻
の
思
想
を
も
と
に
し
て
、
自
分
の
あ
り
か

た
を
考
え
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
（
中
略
）
貴
族
社
会
に
仏
教
の
教
え
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
天
皇
だ
け
が
因
果
と
輪
廻
の
外
に
あ

る
と
い
う
考
え
方
、
つ
ま
り
天
皇
だ
け
は
仏
教
の
理
法
の
埒
外
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
な
っ
た
」（
大

隅
和
雄
「
総
論
―
因
果
と
輪
廻
を
め
ぐ
る
日
本
人
の
宗
教
意
識
」〈
同
編
『
大
系 

仏
教
と
日
本
人 

四
―
因
果
と
輪
廻
』
所
収
、
春
秋
社
、

一
九
八
六
年
〉）
と
す
る
。
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