
重
衡
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
か

源
平
盛
衰
記
論
の
た
め
に

〉
ゆ
器
。
・
註
8
亀
ω
匿
σ
q
o
匡
蜀
、
。
。
ω
巴
く
讐
δ
『
国
初
曽
℃
碧
震
8
Q
。
起
。
㍗
き
逃
馬
漂砂

　
川

博

1
　
は
じ
め
に

　
最
近
、
源
健
一
郎
氏
が
（
A
）
「
源
平
盛
衰
記
の
重
富
一
「
非
救
済
」
の
論
理
1
」
（
『
軍
記
物
語
の
窓
　
第
二
集
』
和
泉
書
院
、
二
〇

〇
二
年
十
二
月
）
、
（
B
）
「
〈
転
婆
V
と
く
後
戸
V
I
源
平
盛
衰
記
の
重
衡
・
続
1
」
『
日
本
語
日
本
文
化
論
叢
　
埴
生
野
』
第
二
号
、
二

〇
〇
三
年
三
月
）
を
発
表
し
、
源
平
盛
衰
記
中
の
平
重
衡
の
滅
罪
、
救
済
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
教
え
ら
れ
る
こ

と
の
多
い
論
文
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
主
張
は
些
か
以
下
の
私
見
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
わ
た
く
し
に
は
、
一
九
八
三
年
十
二
月

刊
行
の
『
平
家
物
語
新
考
』
所
収
論
文
「
源
平
盛
衰
記
の
性
格
」
の
な
か
で
黙
認
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
重
宝
が
「
剛
直
」
か
つ
「
毅
然

た
る
態
度
」
を
保
持
す
る
人
物
と
し
て
「
称
揚
」
さ
れ
、
処
刑
直
後
の
「
紫
雲
」
発
生
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
語
中
に
そ
の
「
救
済

が
意
図
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
、
盛
衰
記
が
源
平
「
敵
味
方
の
区
別
な
く
、
時
に
称
賛
し
、
同
情
を
寄
せ
、
時
に
好
意
を
表
わ
し
、

そ
の
霊
を
弔
う
こ
と
に
熱
心
」
で
、
そ
の
狙
い
が
「
怨
語
平
等
の
世
界
を
物
語
中
に
実
現
せ
ん
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
説
い
た
経
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緯
が
あ
る
。

　
源
論
文
に
は
、
右
の
拙
文
へ
の
言
及
は
無
い
。
し
か
し
小
論
が
二
十
数
年
前
に
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
趣
旨
に
異
な
る
意
見

が
出
さ
れ
た
以
上
、
改
め
て
私
見
を
補
強
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
こ
の
一
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
以
下
、
盛
衰

記
本
文
は
水
原
一
考
定
『
新
定
　
源
平
盛
衰
記
』
（
新
人
古
往
来
社
）
を
引
用
す
る
。
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2

重
衡
堕
地
獄
の
評
言
を
め
ぐ
っ
て

重衡は救われなかったか

　
盛
衰
記
に
重
衡
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
、
無
か
っ
た
の
か
。
そ
の
辺
り
の
問
題
を
過
不
足
無
く
押
さ
え
よ
う
と
す

る
と
き
、
さ
し
ず
め
問
題
と
な
る
の
は
、
重
言
処
刑
後
に
吐
露
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
評
言
で
あ
る
。

　
　
情
々
事
の
心
を
案
ず
る
に
、
因
果
の
道
理
は
影
の
形
に
随
ふ
が
如
く
、
善
を
為
せ
ば
天
に
生
じ
、
悪
を
為
せ
ば
淵
に
入
る
と
い
へ

　
　
り
。
重
衡
卿
、
月
支
東
漸
の
仏
教
を
滅
亡
し
、
日
域
南
北
の
霊
場
を
焼
失
す
。
故
に
志
学
そ
の
人
に
祐
ひ
せ
ず
、
神
祇
そ
の
身
に
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
や

　
　
り
を
な
す
。
生
き
て
は
恥
を
東
国
に
奮
ひ
、
死
し
て
は
骸
を
南
域
に
曝
す
。
ま
し
て
奈
落
の
薪
の
底
、
想
像
る
こ
そ
無
斬
心
な
れ
（
巻

　
　
第
四
十
五
　
内
大
臣
京
上
り
、
斬
ら
る
附
重
富
南
都
に
向
ひ
斬
ら
る
並
大
地
震
の
事
）
。

物
語
の
作
者
は
、
重
衡
の
堕
ち
行
く
先
が
「
奈
落
の
薪
の
底
」
、
す
な
わ
ち
無
間
地
獄
で
あ
ろ
う
と
「
想
像
」
り
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う

し
た
重
衡
に
対
し
て
「
欝
欝
な
れ
」
と
満
腔
の
同
情
を
寄
せ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
姿
勢
は
直
ち
に
重
衡
救
済
に
繋
が
る
も
の
で
は
あ

り
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
重
壁
は
「
罪
人
」
と
し
て
地
獄
に
宙
吊
り
さ
れ
た
ま
ま
、
未
だ
救
い
の
手
は
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
も

解
し
得
る
。
佐
伯
真
一
氏
が
そ
こ
に
「
断
罪
の
姿
勢
を
若
干
の
ぞ
か
せ
る
」
（
「
平
衡
造
型
と
『
平
家
物
語
』
の
立
場
」
『
平
家
物
語
遡
源
』

若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
九
月
）
と
見
る
の
も
故
な
し
と
は
し
な
い
。
さ
れ
ば
源
健
一
郎
氏
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
重
衡
堕
地
獄
の
宣

言
」
（
前
掲
論
文
（
A
）
）
と
す
る
の
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
の
あ
る
見
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
盛
衰
記
は
、
物
語
の
至
る
と
こ
ろ
に
重
衡
救
済
に
繋
が
る
趣
向
を
、
そ
れ
こ
そ
網
の
目
の
よ
う
に
張

り
巡
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
に
目
を
つ
む
り
、
或
い
は
低
く
見
積
も
り
、
上
記
の
評
言
の
あ
る
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て

重
衡
「
非
救
済
」
1
1
堕
地
獄
を
主
張
す
る
の
は
ゆ
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
そ
う
な
る
と
当
然
、
先
の
重
衡
堕
地

獄
を
言
う
評
言
と
の
齪
酷
、
あ
る
い
は
矛
盾
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
結
論
か
ら
先
に
言
え

ば
、
評
言
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盛
衰
記
の
重
衡
救
済
の
意
思
は
動
か
な
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
と
類
似
の
事
例
が
外
な
ら
ぬ
重
衡
潭
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
重
衡
の
遺
児
を
め
ぐ
る
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
重
囲
に
子
供
が
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
内
裏
の
女
房
し
こ
と
、
「
年
頃
相
知
り
た
る
女
房
」
の
素
姓
に
触
れ
た
箇
所
に
明
ら
か

だ
。　

　
こ
の
女
房
と
申
す
は
、
故
少
納
言
入
道
信
西
の
孫
、
桜
町
中
納
言
成
肥
卿
の
娘
、
中
納
言
局
と
そ
申
し
け
る
。
今
年
二
十
一
に
ぞ
な

　
　
り
給
ふ
。
琴
・
琵
琶
の
上
手
に
て
、
絵
書
き
、
花
結
び
、
歌
読
み
、
手
厳
し
く
書
き
給
ひ
け
る
上
、
貌
濃
や
か
に
、
情
深
き
人
に
て

　
　
お
は
し
け
れ
ば
、
三
位
中
将
、
殊
に
わ
り
な
き
事
に
思
ひ
入
れ
給
ひ
て
、
変
る
心
な
く
申
通
は
し
給
ひ
け
る
御
仲
な
り
。
御
子
一
人

　
　
お
は
し
ま
し
け
れ
ど
も
、
北
の
方
大
納
言
典
侍
殿
に
振
り
給
ひ
て
、
世
に
は
か
く
と
も
披
露
な
し
。
西
海
の
旅
ま
で
も
引
き
連
れ
奉

　
　
り
た
く
思
ひ
け
る
が
、
大
納
言
典
侍
殿
、
先
帝
の
御
乳
母
と
て
下
ら
せ
給
へ
ば
、
そ
も
叶
は
で
、
都
に
残
し
置
き
給
ひ
け
る
な
り

　
　
（
巻
第
三
十
九
　
友
時
重
衡
の
許
に
参
る
附
重
衡
内
裏
の
女
房
を
迎
ふ
る
事
）
。

こ
の
「
御
子
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
重
衡
自
身
も
認
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
内
裏
女
房
と
の
別
離
に
際
し
、

　
　
我
、
罪
深
き
者
と
て
か
か
る
身
に
な
り
ぬ
る
上
は
、
申
し
置
き
し
あ
ら
ま
し
も
夢
の
中
の
物
語
な
り
。
罪
深
き
者
の
子
な
れ
ば
、
枝

と
、

葉
ま
で
も
末
憲
も
し
く
は
な
け
れ
ど
も
、
い
か
に
も
し
て
助
け
隠
し
て
、
片
山
寺
に
下
し
置
き
、
僧
に
な
し
て
我
が
苦
し
み
を
弔
は

せ
給
へ
（
同
右
）
。

そ
の
子
を
僧
侶
と
し
、
己
の
後
世
供
養
を
さ
せ
よ
と
遺
言
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
遺
児
の
そ
の
後
の
運
命
は
、
一
連
の
重
衡

二
三

且50



二
四

重衡は救われなかったか

謳
を
締
め
括
る
児
玉
四
十
七
　
北
条
上
洛
、
平
孫
尋
ぬ
附
燭
膜
尼
御
前
の
事
で
も
詳
し
く
語
ら
れ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
盛
衰
記
の
物
語

世
界
の
な
か
で
は
つ
ゆ
疑
う
べ
く
も
な
い
「
事
実
」
と
し
て
構
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
盛
衰
記
が
一
方
で
、
山
勢
に
は
子
供
が
無
か
っ
た
と
頑
固
な
ま
で
に
繰
り
返
し
、
自
身
に
も
そ
の
旨
言
わ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
と
は
ま
こ
と
に
厄
介
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
の
鎌
倉
移
送
を
語
る
条
に
、

　
　
昨
日
は
西
海
の
船
の
中
に
し
て
、
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
漕
が
れ
し
に
、
今
日
は
初
め
て
東
路
に
駒
を
早
め
て
暮
さ
ん
事
、
さ
れ
ば
こ
れ
は

　
　
如
何
な
り
け
る
宿
報
の
拙
さ
ぞ
と
お
ぼ
す
そ
悲
し
き
。
御
子
の
一
人
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
事
を
恨
み
給
ひ
し
か
ば
、
母
二
位
殿
も
本
意

　
　
な
き
事
に
お
ぼ
し
、
北
の
方
大
納
言
典
侍
殿
も
斜
な
ら
ず
嘆
き
給
ひ
て
、
神
に
祈
り
、
仏
に
申
し
給
ひ
し
に
、
「
賢
く
そ
子
の
な
か

　
　
り
け
る
。
子
あ
ら
ま
し
か
ば
い
か
ば
か
り
心
苦
し
か
ら
ま
し
」
と
宣
ふ
ぞ
、
せ
め
て
の
事
と
覚
え
て
哀
れ
な
る
（
巻
第
三
十
九
　
重

　
　
衡
関
東
下
向
附
長
光
寺
の
事
）
。

と
あ
り
、
そ
し
て
、
過
日
鎌
倉
で
接
待
に
当
た
っ
た
千
手
・
伊
王
の
両
人
が
、
重
衡
処
刑
の
後
「
さ
し
つ
ど
ひ
て
臥
し
沈
み
」
悲
嘆
、
そ

の
菩
提
を
弔
う
べ
く
出
家
し
た
き
旨
、
頼
朝
に
申
し
出
た
こ
と
を
語
る
条
で
は
、

　
　
由
な
き
人
に
馴
れ
奉
り
、
憂
き
目
を
見
聞
く
悲
し
さ
よ
。
中
将
岩
木
を
結
ば
ぬ
身
な
れ
ば
、
な
ど
か
我
等
に
靡
く
心
も
な
か
る
べ
き

　
　
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
な
り
給
ふ
べ
き
身
に
て
、
人
に
も
思
ひ
を
つ
け
じ
、
我
も
物
を
思
は
じ
と
心
強
く
お
は
し
ま
し
け
る
事
の
い

　
　
と
ほ
し
さ
よ
と
て
、
共
に
袖
を
ぞ
絞
り
け
る
。
何
事
も
先
世
の
事
と
聞
け
ば
思
ひ
残
す
べ
き
事
は
な
け
れ
ど
も
、
後
世
弔
ふ
べ
き
一

　
　
人
の
子
な
き
事
こ
そ
悲
し
け
れ
と
仰
ら
れ
し
も
の
を
（
巻
第
三
十
九
　
重
訳
酒
宴
附
千
寿
・
伊
王
の
事
）

と
あ
り
、
ま
た
、
南
都
護
送
の
際
、
醍
醐
寺
か
ら
日
野
へ
至
る
道
す
が
ら
、
吊
輪
自
ら
が
「
泣
く
泣
く
」
、

　
　
日
頃
各
々
情
を
か
け
工
み
つ
る
事
、
嬉
し
と
も
言
ひ
尽
し
難
し
。
同
じ
く
は
最
期
の
恩
を
蒙
る
べ
き
事
あ
り
。
年
頃
相
具
し
た
り
し

　
　
者
、
こ
こ
近
き
日
野
と
い
ふ
所
に
あ
り
と
聞
く
。
鎌
倉
に
あ
り
し
時
も
風
の
便
り
に
は
文
を
も
遣
し
て
、
返
事
を
聞
か
ば
や
と
思
ひ

149
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し
か
ど
も
、
免
し
な
け
れ
ば
叶
は
ず
。
南
都
の
衆
徒
に
渡
さ
れ
な
ば
、
再
び
還
り
来
る
べ
き
身
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
彼
の
人
を
今
一

　
　
度
見
も
し
見
え
も
せ
ば
や
と
思
ふ
は
い
か
が
あ
る
べ
き
。
我
に
一
人
の
子
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
に
思
ひ
置
く
事
な
し
。
こ
の
事
の
心

　
　
に
懸
り
て
、
黄
泉
路
も
安
く
行
く
べ
し
と
も
覚
え
ず
（
巻
斗
四
十
五
　
内
大
臣
早
上
り
、
斬
ら
る
附
重
々
南
都
に
向
ひ
斬
ら
る
並
大

　
　
地
震
の
事
）
。

と
語
っ
た
と
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
奈
良
に
向
う
途
中
、
日
野
で
再
会
を
果
た
し
た
北
の
方
大
納
言
典
侍
に
対
し
、

　
　
嬉
し
く
も
見
奉
り
ぬ
る
も
の
か
な
。
命
の
あ
ら
ん
事
も
た
だ
今
日
を
限
れ
り
。
今
一
度
見
奉
ら
ん
を
思
ふ
よ
り
外
は
、
こ
の
世
に
思

　
　
ひ
置
く
息
な
し
。
程
遠
き
所
な
ら
ば
い
か
が
は
せ
ん
。
こ
こ
に
し
も
お
は
し
て
、
最
期
に
見
え
ぬ
る
事
、
前
世
の
契
り
と
い
ひ
な
が

　
　
ら
、
心
の
中
推
し
量
り
給
ふ
べ
し
。
子
の
な
か
り
し
を
こ
そ
本
意
な
き
事
に
思
ひ
申
し
し
に
、
賢
く
そ
子
の
な
か
り
け
る
。
あ
ら
ば

　
　
い
か
ば
か
り
か
心
苦
し
か
ら
ん
。

と
も
述
懐
し
た
と
い
う
（
同
右
）
。

　
盛
衰
記
は
、
一
方
で
遺
児
の
存
在
を
認
め
、
他
方
で
認
め
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
齪
齪
、
矛
盾
で
あ
り
、
整
合
性
に
欠
け
る
。
し
か

し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
重
衡
に
一
人
の
子
も
い
な
か
っ
た
と
断
じ
得
る
か
ど
う
か
。
ま
し
て
盛
衰
記
は
、
一
連
の
重
衡
讃
を
締
め
括
る
物

語
、
巻
第
四
十
七
　
北
条
上
洛
、
平
孫
を
尋
ぬ
附
燭
腰
尼
御
前
の
事
の
な
か
で
、
愛
し
子
を
殺
害
さ
れ
た
「
斜
な
ら
ず
厳
し
き
」
「
二
十

余
り
の
女
房
」
自
身
の
口
か
ら
、
そ
の
子
の
素
姓
に
つ
い
て
、

　
　
こ
の
幼
き
者
の
父
と
申
す
は
、
本
三
位
中
将
重
衡
卿
に
て
侍
り
き
。

と
言
わ
し
め
た
上
で
、
こ
の
話
の
末
尾
に
お
い
て
、

　
　
抑
々
こ
の
女
房
と
申
す
は
、
故
少
納
言
入
道
信
西
に
は
孫
、
桜
町
中
納
言
質
量
卿
の
娘
に
、
新
中
納
言
御
局
と
て
内
裏
に
候
は
れ
け

　
　
る
人
な
り
。
本
三
位
中
将
重
衡
卿
の
時
々
通
ひ
給
ひ
し
女
房
、
最
後
の
余
波
を
悲
し
み
て
、
八
条
堀
川
へ
迎
へ
給
ひ
し
人
の
事
な

二
五
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二
六

重衡は救われなかったか

　
　
り
。

と
わ
ざ
わ
ざ
念
を
押
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
如
何
に
重
工
自
身
が
そ
の
子
の
存
在
を
認
め
ぬ
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
事
実
」
は
や
は
り

認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
で
認
め
、
他
方
で
認
め
な
い
と
す
る
矛
盾
を
、
言
わ
ば
敢
え
て
行
っ
た
盛
衰
記

作
者
の
意
識
の
有
り
様
を
問
う
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
解
明
は
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
に
し
て
、
こ
う
し
た

齪
酷
・
矛
盾
が
あ
り
な
が
与
、
少
な
く
と
も
盛
衰
記
の
な
か
で
は
重
衡
の
遺
児
は
厳
然
と
存
在
す
る
と
い
う
「
事
実
」
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
重
衡
救
済
問
題
に
立
ち
戻
る
な
ら
、
如
何
に
作
者
が
一
方
で
、

　
　
生
き
て
は
恥
を
東
国
に
奮
ひ
、
死
し
て
は
骸
を
田
籍
に
曝
す
。
ま
し
て
奈
落
の
薪
の
底
、
想
像
や
る
こ
そ
無
事
な
れ
。

と
あ
た
か
も
堕
地
獄
必
定
と
「
想
像
や
」
つ
た
と
述
べ
て
は
い
て
も
、
他
方
で
、
重
衡
の
救
済
1
1
往
生
に
至
る
趣
向
の
網
の
目
を
多
く
被

せ
て
い
る
（
後
述
）
以
上
、
や
は
り
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
齪
擁
や
矛
盾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ

る
。
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処
刑
時
の
紫
雲
発
生
と
老
僧
の
立
ち
会
い

　
そ
の
数
あ
る
重
衡
救
済
の
趣
向
の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
何
と
言
っ
て
も
重
衡
処
刑
直
後
の
次
の
記
述
で
は
な
い
の
か
。

ち
な
み
に
こ
れ
は
既
に
二
十
年
以
上
も
前
に
松
尾
軽
蔑
氏
が
言
及
し
（
「
源
平
盛
衰
記
の
清
盛
像
」
『
平
家
物
語
論
究
』
一
九
八
五
年
三

月
、
明
治
書
院
、
初
出
は
一
九
八
二
年
二
月
）
、
わ
た
く
し
も
触
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
（
前
掲
「
源
平
盛
衰
記
の
性
格
」
）
、
重
要
な
記
事
な

の
で
再
掲
す
る
。



博砂 川

　
　
あ
れ
見
給
へ
　
紫
雲
西
山
に
聾
え
て
比
叡
山
に
係
れ
り
。
こ
れ
は
一
定
、
昨
日
来
り
し
甘
糟
が
、
敵
に
討
た
れ
て
念
仏
申
し
て
往
生

　
　
す
る
瑞
相
と
覚
え
た
り
。
浄
阿
弥
陀
仏
、
御
房
は
力
強
く
足
早
し
。
急
ぎ
坂
本
に
越
え
て
、
甘
糟
死
に
た
ら
ば
骸
を
も
隠
し
、
首
を

　
　
も
取
っ
て
来
た
り
給
へ
。

と
命
じ
た
す
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
盛
衰
記
は
、
こ
の
と
き
の
重
衡
が
、
「
死
出
の
田
長
」
と
呼
ば
れ
る
郭
公
が
「
折
し
も
」
「
蹄
き
て
、
西
を
さ
し
て
」
飛
ん
だ
の
で
、

「
思
ふ
事
か
た
り
あ
は
せ
ん
…
…
」
と
一
首
詠
じ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
重
衡
が
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
確
信
し
た
か
ら
こ

そ
詠
め
た
も
の
で
、
そ
れ
は
「
紫
の
雲
」
が
コ
筋
」
立
っ
た
が
故
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
郭
公
を
見
て
「
思
ふ
事
か
た
り

あ
は
せ
ん
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
重
衡
が
処
刑
寸
前
に
己
の
往
生
を
確
信
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
こ
の

　
　
土
肥
申
し
け
る
は
、
「
か
や
う
に
候
ふ
べ
し
と
だ
に
も
兼
て
知
り
参
ら
せ
た
り
せ
ば
、
御
布
施
な
ど
も
用
意
仕
る
べ
く
候
ひ
け
る
も

　
　
の
を
。
こ
れ
は
日
頃
君
の
召
し
て
候
ふ
里
な
れ
ば
」
と
て
、
取
納
め
た
り
け
る
御
装
束
、
裏
よ
り
取
出
だ
し
仏
前
に
ぞ
供
へ
た
る
。

　
　
（
「
歳
六
十
余
り
の
僧
」
…
…
私
注
）
そ
の
後
又
弥
陀
経
一
巻
、
臓
法
早
ら
か
に
一
巻
読
み
け
る
が
、
六
根
段
に
懸
り
け
る
に
、
暁
の

　
　
野
寺
の
鐘
の
声
五
更
の
空
に
ぞ
響
き
け
る
。
中
将
涙
を
流
し
つ
い
立
ち
て
、
東
の
妻
を
後
戸
の
方
へ
お
は
す
。
兵
二
人
影
の
様
に
て

　
　
御
身
を
離
れ
奉
ら
ず
。
後
戸
の
縁
を
か
な
た
こ
な
た
へ
行
道
し
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
紫
の
雲
↓
筋
出
で
来
た
り
。
折
し
も
郭
公
の

　
　
喘
ぎ
て
、
西
を
さ
し
て
行
き
け
る
を
聞
き
給
ひ
て
か
く
、

　
　
　
　
思
ふ
事
か
た
り
あ
は
せ
ん
郭
公
げ
に
嬉
し
く
も
西
へ
行
く
か
な

　
　
と
零
す
さ
び
給
け
る
御
言
ば
か
り
ぞ
幽
か
に
聞
こ
え
け
る
（
国
電
四
十
五
　
内
大
臣
京
上
り
、
斬
ら
る
附
重
三
南
都
に
向
ひ
斬
ら
る
並

　
　
大
地
震
の
事
）
。

「
紫
雲
」
が
「
往
生
」
の
「
瑞
相
」
で
あ
る
こ
と
は
、
外
な
ら
ぬ
盛
衰
記
巻
第
九
　
堂
衆
軍
附
山
門
堂
塔
の
事
の
な
か
で
、
大
谷
の
庵
室

で
「
縁
行
道
」
を
し
て
い
た
法
然
が
、
摩
軍
部
の
警
巡
・
か
く
は
り
の
浄
阿
弥
陀
仏
を
呼
び
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
、

二
七
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二
八

重衡は救われなかったか

時
点
で
救
済
が
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
重
衡
「
非
救
済
」
説
は
成
り
立
ち
難
い
。

　
ち
な
み
に
源
健
一
郎
氏
は
、
一
方
で
、
こ
の
紫
雲
と
郭
公
、
老
僧
の
出
現
な
ど
を
「
極
楽
往
生
の
瑞
相
」
、
重
職
救
済
を
「
予
感
さ
せ

る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
道
具
立
て
」
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
「
そ
う
し
た
期
待
（
極
楽
往
生
・
救
済
…
…
私
注
）
」
を
「
反
転
さ
せ
る
」
一

匹
の
犬
の
登
場
は
、
「
濫
漫
の
死
に
「
劇
的
な
や
ま
場
」
を
演
出
し
よ
う
と
し
た
」
「
盛
衰
記
の
文
学
的
方
法
の
あ
ら
わ
れ
」
と
見
る
が

（
前
掲
論
文
（
A
）
）
、
な
ぜ
殊
更
「
文
学
的
方
法
」
に
回
収
し
て
考
え
る
の
か
、
遺
憾
な
が
ら
わ
た
く
し
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
（
後

述
）
。
こ
こ
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
読
め
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
盛
衰
記
が
重
奏
救
済
の
た
め
に
様
々
な
網
の
目
を
張
り
巡
ら
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

（
前
掲
拙
稿
「
源
平
盛
衰
記
の
性
格
」
）
。

　
ま
ず
最
初
に
指
を
屈
す
べ
き
は
、
処
刑
時
に
「
歳
六
十
余
り
の
僧
」
を
立
ち
あ
わ
せ
、
重
衡
に
戒
を
授
け
、
教
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
僧
は
、
重
要
が
「
あ
は
れ
僧
が
な
一
人
」
、
「
善
知
識
の
人
が
な
」
と
思
っ
て
い
る
こ
ろ
へ
、
ま
る
で
あ
つ
ら
え
た
よ
う
に
突

然
姿
を
現
し
た
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
盛
衰
記
を
除
く
外
の
平
家
物
語
諸
本
が
、
こ
の
よ
う
な
趣
向
を
全
く
も
た
な
い
事
実
で
あ

る
。
こ
の
点
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
如
何
に
盛
衰
記
が
重
衡
救
済
に
心
を
砕
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。

　
こ
の
条
、
盛
衰
記
は
以
下
の
よ
う
に
物
語
る
。
す
な
わ
ち
、
重
衡
が
今
日
ま
で
「
出
仕
に
ま
ぎ
れ
世
務
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
僑
慢
の
心
の

み
起
り
て
、
後
世
の
た
く
は
へ
は
微
塵
ば
か
り
も
な
」
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
「
世
乱
れ
、
軍
起
っ
て
後
」
は
「
彼
を
禦
ぎ
、
我
を
助
け

ん
と
の
営
み
の
外
は
又
他
事
な
」
く
、
ま
た
「
王
命
」
と
「
父
上
」
に
し
た
が
い
南
都
に
「
罷
り
向
ひ
」
、
つ
い
に
「
思
は
ず
に
火
を
出
」

だ
し
た
こ
と
は
、
世
上
に
言
う
よ
う
に
「
重
衡
が
行
為
」
で
あ
る
が
故
に
、
い
ま
こ
う
し
て
「
我
一
人
上
れ
」
、
「
罪
人
」
た
る
身
と
な
っ

た
と
し
、
つ
い
て
は
「
い
か
な
る
善
を
修
し
、
い
か
な
る
仏
を
懸
み
奉
り
て
か
、
一
劫
助
か
る
事
書
ふ
べ
き
。
示
し
給
へ
」
と
泣
き
な
が

ら
「
掻
き
く
ど
」
き
、
こ
れ
を
う
け
て
僧
が
、
い
っ
た
ん
「
念
珠
お
し
す
り
鉦
打
鳴
し
て
、
阿
弥
陀
経
一
巻
・
戯
言
一
巻
読
み
て
後
、
法

華
経
一
部
と
志
し
、
早
ら
か
に
転
読
」
し
た
後
、
も
は
や
夜
が
明
け
る
故
、
と
く
と
促
す
土
肥
実
平
の
こ
と
ば
に
し
た
が
い
、
法
華
経
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「
八
の
巻
を
ば
巻
き
置
き
、
戒
を
授
け
」
、
「
細
々
に
讃
嘆
し
教
化
」
し
た
と
す
る
。
し
こ
う
し
て
そ
の
「
讃
嘆
」
「
教
化
」
と
は
、

　
　
若
し
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
思
し
召
さ
ば
、
西
方
極
楽
を
欣
ひ
お
は
し
ま
せ
。
『
極
重
悪
人
、
無
他
方
便
、
唯
称
弥
陀
、
済
生
極
楽
』

　
　
と
説
か
れ
た
り
。
弥
陀
の
名
号
を
口
に
唱
へ
、
心
に
念
じ
給
ふ
べ
し
。
若
し
悪
道
に
趣
き
お
は
し
ま
す
べ
く
ば
、
地
蔵
の
悲
願
仰
せ

　
　
給
へ
。
抜
苦
軍
楽
の
慈
悲
深
く
、
大
悲
丁
重
の
誓
約
あ
り
。
こ
れ
に
撃
て
暴
利
雲
上
に
し
て
は
、
正
し
く
釈
尊
盤
勲
の
付
属
を
う

　
　
け
、
奈
落
書
中
に
し
て
は
必
ず
衆
生
忍
び
難
き
の
受
苦
を
助
け
給
ふ
。
彼
と
い
ひ
此
と
い
ひ
、
深
く
励
み
奉
ら
ば
争
で
か
利
生
な
か

　
　
ら
ん
。

と
い
う
も
の
で
、
阿
弥
陀
仏
、
或
い
は
地
蔵
に
よ
る
救
済
を
声
高
に
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
う
と
こ
ろ
は
、
如
何
な
る
「
極
重
悪

人
」
で
あ
ろ
う
と
、
阿
弥
陀
仏
と
地
蔵
菩
薩
を
「
深
く
懸
」
め
ば
、
必
ず
「
利
生
」
、
す
な
わ
ち
救
済
を
得
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
後
重
衡
は
、
こ
の
「
讃
嘆
」
「
教
化
」
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
「
東
の
妻
を
後
戸
の
方
」
へ
歩
み
、
そ
の
「
縁
を
か
な

た
こ
な
た
へ
行
道
し
」
、
一
首
詠
じ
た
と
こ
ろ
で
首
打
た
れ
た
わ
け
だ
が
、
「
か
か
る
罪
人
の
、
い
か
な
る
善
を
修
し
、
い
か
な
る
仏
を
愚

み
奉
り
て
か
、
一
応
助
か
る
事
候
べ
き
、
示
し
給
へ
」
と
「
泣
く
泣
く
掻
き
く
ど
」
い
た
程
の
者
が
、
こ
の
「
行
道
」
の
際
、
弥
陀
の
名

号
を
唱
え
、
地
蔵
の
誓
願
を
口
に
し
な
か
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
れ
ば
、
僧
の
こ
と
ば
通
り
に
重
出
の
救
済
は
果
た
さ

れ
た
と
判
ず
る
よ
り
外
に
な
い
。

　
源
健
一
郎
氏
（
前
掲
論
文
（
A
）
）
は
、
上
記
の
「
教
化
」
の
言
説
を
引
い
て
、

　
　
重
器
に
対
し
て
、
極
楽
往
生
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
堕
地
獄
を
な
か
ば
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に

　
　
堕
地
獄
か
ら
逃
れ
る
す
べ
は
説
か
れ
ず
、
地
獄
に
堕
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
「
地
蔵
ノ
悲
願
」
を
「
深
ク
懲
」
む
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
「
利
勝
」
を
待
て
と
説
く
に
留
ま
る
。
は
た
し
て
こ
の
善
知
識
の
言
葉
が
、
重
衡
の
妄
執
を
鎮
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
重
衡
救
済
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
さ
ら
に
維
盛
に
対
す
る
滝
口
入
道
の
教
説
を
引
い
た
上
で
、
そ
れ
に
比
べ
て
或
る
僧
の
教
説
が
「
極

楽
往
生
の
た
し
か
さ
を
説
」
く
こ
と
に
お
い
て
遜
色
が
あ
り
、
そ
こ
に
重
衡
の
「
迷
妄
が
救
う
べ
く
も
な
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と

二
九
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三
〇

重衡は救われなかったか

が
読
み
取
れ
る
と
し
た
。

　
こ
の
場
合
、
源
氏
の
言
う
よ
う
に
百
歩
譲
っ
て
重
事
が
救
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
改
め
て
言
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
僧
侶
の
「
讃
嘆
」
「
教
化
」
そ
の
も
の
が
信
じ
難
く
、
空
疎
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず

だ
。
阿
弥
陀
に
し
て
も
地
蔵
に
し
て
も
、
如
何
に
「
深
く
憲
」
ん
だ
と
し
て
も
、
「
利
生
」
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

「
讃
嘆
」
「
教
化
」
そ
の
も
の
も
、
い
や
僧
侶
の
登
場
そ
の
も
の
が
物
語
の
展
開
上
、
何
の
機
能
も
し
な
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
盛

衰
記
独
自
の
趣
向
、
す
な
わ
ち
重
衡
処
刑
の
場
に
僧
侶
を
立
ち
会
わ
せ
る
と
い
う
話
を
創
作
し
た
意
味
が
な
く
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
つ

ま
り
、
盛
衰
記
が
単
な
る
空
騒
ぎ
を
演
出
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
宗
教
や
信
仰
に
対
す
る
関
心
が
低
下
・
希
薄
化
し
て
い
る
現
代

な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
角
し
い
数
の
異
本
が
作
ら
れ
た
中
世
に
は
僧
侶
の
教
説
・
教
化
は
そ
の
ま
ま
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
物
語

は
そ
う
い
う
世
界
を
呼
吸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
の
も
妙
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
作
品
読
解
の
大
前
提
で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

4

重
衡
周
辺
の
人
々
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こ
と
は
当
然
、
重
衡
の
「
善
知
識
」
と
し
て
立
ち
現
れ
た
法
然
房
黒
蟻
の
教
説
、
ま
た
千
手
や
伊
王
、
大
納
言
典
侍
や
燭
不
祥
こ
と
内

裏
女
房
に
よ
る
回
向
の
営
み
、
さ
ら
に
は
書
証
房
印
西
に
よ
る
燭
腰
尼
に
対
す
る
教
化
と
供
養
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
簡
の
差
は
あ

る
も
の
の
同
断
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
ら
の
説
法
、
供
養
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
の
ま
ま
に
受
容
す
べ
き
で
、
敢
え
て
言
え
ば
そ
れ

ら
の
効
用
を
い
ち
い
ち
疑
っ
て
か
か
る
必
要
は
全
く
な
い
。
教
化
・
回
向
に
よ
る
「
救
済
」
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
相

応
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
法
然
は
、
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と
説
き
に
説
い
た
と
い
う
。

預
る
」
と
言
う
以
上
そ
の
言
説
を
疑
っ
て
は
な
ら
ず
、

（
巻
第
三
十
九

と
に
な
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
然
の
教
化
も
何
の
意
味
も
も
た
な
い
。

　
か
っ
て
渡
辺
貞
麿
氏
は
こ
の
法
然
の
教
説
に
触
れ
て
、
「
教
義
的
に
は
正
確
で
あ
っ
て
も
、

誠
に
御
一
門
の
御
栄
花
は
、
官
職
と
い
ひ
、
俸
禄
と
申
し
、
傍
若
無
人
に
こ
そ
見
え
お
は
し
ま
し
し
か
。
今
か
く
な
り
給
へ
ば
、
盛

者
必
衰
の
理
、
夢
幻
の
如
く
な
り
。
さ
れ
ば
善
に
付
き
、
悪
に
付
き
、
怨
み
を
起
し
悦
び
を
な
す
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
電
光
朝
露
の

無
益
の
所
、
と
て
も
か
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
永
き
世
の
苦
し
み
こ
そ
、
恐
れ
て
も
恐
れ
あ
る
べ
き
事
に
て
侍
れ
。
受
け
難
き
人
界

の
生
な
り
。
値
ひ
難
き
如
来
の
教
へ
な
り
。
而
る
に
今
悪
逆
を
犯
し
て
悪
心
を
早
し
、
善
根
な
く
し
て
善
心
に
住
し
て
お
は
し
ま
さ

ば
、
三
世
の
諸
仏
争
で
か
随
喜
し
給
は
ざ
ら
ん
。
先
非
を
悔
い
て
後
世
を
恐
る
る
、
こ
れ
愛
着
滅
罪
の
功
徳
と
名
づ
く
。
抑
々
浄
土

十
方
に
構
へ
、
諸
仏
三
世
に
出
で
給
へ
ど
も
、
罪
悪
不
善
の
凡
夫
、
入
る
事
実
に
難
し
。
弥
陀
の
本
願
、
念
仏
の
］
行
ば
か
り
こ
そ

貴
く
侍
れ
。
土
を
九
品
に
分
け
て
、
破
戒
緊
密
こ
れ
を
嫌
ふ
事
な
く
、
行
を
六
字
に
つ
づ
め
て
、
愚
無
暗
鈍
も
唱
へ
ら
る
る
に
便
あ

り
。
一
念
も
十
念
も
正
業
と
な
り
、
十
悪
五
逆
も
廻
心
す
れ
ば
往
生
と
見
え
た
り
。
念
々
称
名
常
並
悔
と
宣
ひ
て
、
念
々
ご
と
に
御

名
を
称
ず
れ
ば
、
無
始
の
罪
障
悉
く
俄
悔
せ
ら
れ
、
一
声
称
念
罪
皆
除
と
釈
し
て
、
一
声
も
弥
陀
を
唱
ふ
れ
ば
、
過
現
の
罪
、
皆
の

ぞ
か
る
。
故
に
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
申
す
一
念
の
間
に
、
よ
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
滅
す
。
憎
み
て
も
混
む
べ
き
は
五
劫
思

惟
の
本
願
、
念
じ
て
も
念
ず
べ
き
は
こ
の
弥
陀
の
名
号
な
り
。
行
住
坐
臥
を
嫌
は
ね
ば
、
世
評
の
称
念
に
煩
ひ
な
く
、
時
所
諸
縁
を

論
ぜ
ね
ば
、
散
乱
の
衆
生
に
拠
あ
り
。
下
品
下
生
の
五
逆
の
人
と
称
し
て
、
已
に
往
生
を
遂
ぐ
。
末
代
末
世
の
重
罪
の
輩
も
、
唱
へ

ば
必
ず
来
迎
に
預
る
べ
し
。
こ
れ
を
他
力
の
本
願
と
名
づ
く
。
又
は
頓
教
一
乗
の
教
と
言
ふ
。
浄
土
の
法
門
、
弥
陀
の
願
行
、
肝
要

か
く
の
如
し
（
巻
第
三
十
九
　
重
衡
法
然
房
を
請
ず
る
事
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
然
が
、
如
何
な
る
「
末
代
末
世
の
重
罪
の
輩
」
で
も
「
弥
陀
の
名
号
」
を
唱
え
た
な
ら
ば
「
必
ず
来
迎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
日
本
第
一
の
大
伽
藍
を
焼
き
亡
ぼ
し
た
」

　
　
　
　
友
時
重
衡
の
許
に
参
る
附
与
衡
内
裏
の
女
房
を
迎
ふ
る
事
）
「
罪
人
」
た
る
重
衡
と
錐
も
、
阿
弥
陀
の
救
済
に
預
か
る
こ

一
文
不
知
の
輩
に
ま
で
源
空
の
教
え
を
語

一一
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三
二

り
か
け
る
弾
力
性
の
あ
る
説
得
力
は
も
っ
て
は
い
な
い
」
（
『
平
家
物
語
の
思
想
』
四
七
三
ペ
ー
ジ
、
第
三
部
第
二
章
源
空
・
重
衡
対
面

の
話
を
め
ぐ
っ
て
、
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
三
月
。
初
出
は
一
九
六
八
年
十
月
）
と
評
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
重
衡
救
済

の
道
筋
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
（
同
書
、
四
九
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
と
こ
ろ
で
重
衡
が
処
刑
に
臨
ん
で
名
号
を
唱
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
盛
衰
記
は
必
ず
し
も
そ
の
辺
り
を
き
ち
ん
と
書
き
残

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
「
後
戸
の
縁
を
か
な
た
こ
な
た
へ
行
道
し
」
、
郭
公
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
一
首
和
歌
を

詠
じ
た
と
記
す
だ
け
で
あ
る
（
巻
第
四
十
五
　
内
大
臣
京
上
り
、
斬
ら
る
附
言
衡
南
都
に
向
ひ
斬
ら
る
並
大
地
震
の
事
）
。
し
か
し
法
然

の
目
の
前
で
「
今
の
知
識
授
戒
の
縁
を
以
て
、
必
ず
来
世
の
得
脱
を
助
け
給
へ
」
と
「
泣
」
き
（
巻
第
三
十
九
　
剥
製
法
然
房
を
請
ず
る

事
）
、
「
来
詣
参
入
の
類
、
花
を
散
ら
し
、
合
掌
の
輩
普
く
現
に
は
千
幸
万
福
に
楽
し
み
て
、
当
に
は
補
陀
洛
山
に
生
れ
ん
と
誓
ひ
給
へ

る
」
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
近
江
長
光
寺
で
、
と
く
に
暇
を
乞
い
、
「
暫
く
念
訥
」
し
た
ほ
ど
の
重
衡
が
（
巻
第
三
十
九
　
重
衡
関
東
下
向
附

長
光
寺
の
事
）
、
「
行
道
」
中
に
称
名
念
仏
を
怠
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
重
衡
の
長
光
寺
参
詣
の
趣
向
そ

の
も
の
が
、
重
衡
の
救
済
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
侯
つ
ま
い
（
渋
谷
令
子
氏
「
『
源
平
盛
衰
記
』
に
お
け
る
平
重
衡
造

型
の
意
図
」
『
日
本
文
藝
研
究
』
第
四
十
九
巻
第
一
号
、
一
九
九
七
年
六
月
）
。

　
と
こ
ろ
で
盛
衰
記
は
、
上
掲
の
重
衡
処
刑
記
事
を
「
南
都
よ
り
出
で
」
た
る
も
の
と
し
た
上
で
、
併
せ
「
世
に
流
布
の
本
」
に
あ
る

「
異
説
」
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
な
か
で
重
衡
が
「
法
然
房
の
教
訓
し
給
ひ
し
言
を
信
じ
、
如
来
大
悲
の
誓
願
を
深
く
夢
み
」
、
「
西
に
向
ひ

掌
を
合
せ
て
、
念
仏
平
素
ば
か
り
高
声
に
唱
へ
」
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
（
巻
第
四
十
五
　
内
大
臣
京
上
り
、
斬
ら
る
丁
重
衡
南

都
に
向
ひ
斬
ら
る
並
大
地
震
の
事
）
、
重
盗
の
称
名
行
に
つ
い
て
全
く
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
一
点
に
お
い
て
重
衡
は
既
に
救
済
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
周
知
の
よ
う
に
諸
本
は
、
鎌
倉
に
移
送
さ
れ
た
重
衡
の
「
徒
然
を
慰
め
」
る
べ
く
千
手
が
遣
わ
さ
れ
、
雪
辱
処
刑
後
、
出
家
し
、

そ
の
供
養
に
し
た
が
っ
た
と
す
る
。
盛
衰
記
は
そ
の
上
に
新
た
に
伊
王
前
な
る
女
性
を
加
え
、
千
手
と
並
べ
て
次
の
よ
う
に
そ
の
所
行
を
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語
る
。
だ
が
そ
れ
が
何
を
目
論
む
も
の
で
あ
る
か
は
改
め
て
贅
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
点
つ
い
で
な
が
ら
言
え
ば
、
こ
う
し
た

趣
向
は
盛
衰
記
に
顕
著
な
「
並
列
・
並
記
の
方
法
」
（
前
掲
拙
稿
「
源
平
盛
衰
記
の
性
格
」
）
の
例
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
単
な

る
文
学
上
の
一
技
法
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
扱
も
中
将
南
都
に
渡
さ
れ
て
斬
ら
れ
給
ひ
に
し
か
ば
、
二
人
の
者
共
さ
し
つ
ど
ひ
て
臥
し
沈
み
て
ぞ
嘆
き
け
る
。
（
中
略
）
二
人
相

　
　
共
に
佐
殿
に
参
り
て
、
「
故
三
位
中
将
殿
に
去
年
よ
り
相
馴
れ
奉
り
、
そ
の
面
影
忘
れ
奉
ら
ず
。
後
世
を
助
く
べ
く
者
な
し
と
嘆
き

　
　
仰
せ
候
ひ
き
。
見
参
に
入
り
侍
り
け
る
も
然
る
べ
き
事
に
こ
そ
候
ふ
な
れ
ば
、
暇
を
賜
は
り
様
を
替
へ
て
菩
提
を
助
け
奉
ら
ん
」
と

申
し
け
れ
ど
も
、
そ
の
赦
し
な
け
れ
ば
、
尼
に
は
な
ら
ざ
り
け
れ
ど
も
、
戒
を
持
ち
念
仏
唱
へ
て
常
は
弔
ひ
奉
り
け
り
。
中
将
第
三

　
　
年
の
遠
忌
に
当
り
け
る
に
は
、
強
ひ
て
暇
を
申
し
つ
つ
、
千
手
二
十
三
、
伊
王
二
十
二
、
緑
の
髪
を
落
し
、
墨
の
衣
に
裁
ち
替
へ

　
　
て
、
一
所
に
庵
室
を
結
び
九
品
に
往
生
を
祈
り
け
り
（
巻
第
三
十
九
　
重
衡
酒
宴
附
千
寿
・
伊
王
の
事
）
。

千
手
の
み
な
ら
ず
伊
王
ま
で
も
が
加
わ
る
形
で
尼
に
な
り
、
と
も
に
重
衡
の
往
生
を
祈
っ
た
と
い
う
盛
衰
記
の
新
た
な
設
定
が
何
を
意
図

し
た
も
の
で
あ
る
か
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
何
と
し
て
も
「
罪
人
」
重
々
を
救
済
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
盛
衰
記
の
志
向
は
、
重
衡
の
遺
体
の
処
理
の
際
の
設
定
に
も
顕
著
に
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
「
首
も
な
き
死

人
」
重
衡
の
「
空
し
き
身
」
は
、
「
地
蔵
冠
者
」
と
「
十
力
法
師
」
に
よ
っ
て
日
野
へ
戻
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
間
と
力
者
の
名
前
が
意
味

深
長
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
地
獄
の
救
い
主
た
る
地
蔵
に
、
後
者
は
阿
弥
陀
仏
の
「
十
力
の
功
徳
」
（
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
九
年
十
二
月
）
に
ち
な
ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
、
こ
の
二
人
が
重
衡
の
遺
骸
を
日
野
に
運
ん
だ
と
い
う
趣
向
に
は
、
あ
た

か
も
重
扇
を
地
獄
か
ら
救
い
出
し
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
送
り
出
す
か
の
よ
う
な
印
象
が
揺
曳
す
る
。
そ
し
て
そ
の
遺
骸
は
上
の
山
で
「
焼

き
あ
げ
」
ら
れ
た
後
、
そ
の
灰
で
墓
が
築
か
れ
、
卒
都
婆
が
立
て
ら
れ
、
骨
は
高
野
山
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
彼
の
地
が
現

世
の
極
楽
浄
土
で
あ
る
以
上
、
た
と
え
て
言
え
ば
こ
の
と
き
、
重
衡
の
霊
は
ま
ず
極
楽
の
東
門
に
入
る
資
格
を
得
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
残
さ
れ
た
首
に
つ
い
て
も
、
般
若
野
の
道
の
端
の
大
卒
都
婆
に
「
傑
に
し
て
」
い
っ
た
ん
は
晒
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
北
の
方
大
納
言

一
二
三
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三
四

重衡は救われなかったか

典
侍
の
「
さ
し
も
罪
深
き
人
な
れ
ば
後
の
世
を
弔
は
ば
や
」
、
「
孝
養
せ
ん
」
と
の
「
内
々
」
の
頼
み
に
よ
っ
て
「
慈
悲
深
う
し
て
も
の
を

夢
み
」
、
「
東
大
寺
造
営
の
大
勧
進
」
、
コ
寺
に
重
き
人
」
俊
乗
丁
重
源
上
人
が
仲
介
し
そ
れ
を
拾
い
上
げ
、
日
野
か
ら
高
野
山
に
送
っ
た

後
、
「
塔
婆
を
立
て
て
追
善
を
営
」
ん
だ
こ
と
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
盛
衰
記
が
重
衡
の
首
の
行
方
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
記
し
留
め

た
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
改
め
て
言
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
重
衡
の
遺
骸
は
一
つ
の
も
の
と
な
り
、
亡
霊
の
慰
籍
供

養
の
足
掛
か
り
の
一
つ
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
極
楽
往
生
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
。
「
五
体
不
具
の
者
は

最
も
後
生
の
障
碍
た
る
べ
し
」
と
い
う
の
が
、
当
時
の
通
念
で
あ
っ
た
（
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
七
月
十
八
日
条
）

　
も
っ
と
も
、
営
み
は
あ
く
ま
で
営
み
で
あ
り
、
肝
心
の
重
衡
が
救
済
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
確
か
に

そ
の
所
行
は
彼
の
「
提
婆
」
を
「
超
え
」
て
は
い
る
（
巻
第
四
十
五
　
内
大
臣
京
上
り
、
斬
ら
る
附
重
衡
南
都
に
向
ひ
斬
ら
る
並
大
地
震

の
事
）
。
し
か
し
敢
え
て
言
え
ば
、
「
重
三
独
り
生
虜
と
な
る
」
こ
と
で
、
そ
の
「
修
因
感
果
」
の
「
道
理
」
は
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
重
衡
最
後
諦
の
結
び
の
一
文
で
も
、

　
　
事
々
事
の
心
を
案
ず
る
に
、
因
果
の
道
理
は
影
の
形
に
随
ふ
が
如
く
、
善
を
為
せ
ば
天
に
生
じ
、
悪
を
為
せ
ば
淵
に
入
る
と
い
へ

　
　
り
。
重
要
卿
、
月
支
東
漸
の
仏
教
を
滅
亡
し
、
日
域
南
北
の
霊
場
を
焼
失
す
。
故
に
耳
蝉
そ
の
人
に
祐
ひ
せ
ず
。
神
祇
そ
の
身
に
崇

　
　
り
を
な
す
、
生
き
て
は
恥
を
東
国
に
奮
ひ
、
死
し
て
は
骸
を
郷
軍
に
曝
す
。

に
も
追
認
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
後
に
続
く
問
題
の
一
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
や

　
　
ま
し
て
奈
落
の
薪
の
底
、
想
像
る
こ
そ
無
悪
な
れ
。

が
、
眼
前
に
展
開
し
た
確
か
な
事
実
に
即
し
て
の
物
言
い
で
は
な
く
、
つ
い
に
「
想
像
る
」
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
一
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
先
に
詳
し
く
見
た
通
り
だ
が
、
上
の
こ
と
と
併
せ
考
え
て
も
、
こ
の
本
文
の
存
在
を
も
っ
て
重
衡

不
救
済
説
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
繰
り
返
す
が
、
重
留
が
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
盛
衰
記
作
者
の
「
想
像
」
り
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
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「
夢
」
中
に
清
盛
堕
地
獄
を
見
た
「
内
の
女
房
」
（
巻
第
二
十
六
　
入
道
病
を
得
並
莞
ず
附
平
家
亡
ぶ
べ
き
夢
の
事
）
の
そ
れ
と
は
同
列
に

は
論
じ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
夢
」
は
、
い
ま
コ
つ
の
現
実
」
「
確
実
な
現
前
」
（
西
郷
信
綱
氏
『
古
代
人
と
夢
』
一
二
ペ
ー
ジ
。

平
凡
社
、
一
九
七
二
年
五
月
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
想
像
」
り
は
あ
く
ま
で
「
想
像
」
で
あ
り
、
「
現
実
」
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
野
山
で
の
「
身
」
と
「
首
」
の
丁
重
な
「
追
善
」
の
営
み
が
、
重
衡
の
堕
地
獄
か
ら
の
解
放
に
供
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
救
い
に
繋
が
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
現
世
の
浄
土
と
し
て

の
高
野
山
そ
の
も
の
の
働
き
に
疵
が
つ
く
わ
け
で
、
果
た
し
て
そ
れ
が
物
語
の
本
意
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
盛
衰
記
は
、
礫
に
さ
れ
た
重
衡
の
首
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
々
の
反
応
を
描
く
こ
と
で
重
衡
を
厳
し
く
断
罪
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ

と
は
別
な
視
線
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
跡
も
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
重
衡
の
救
済
・
不
救
済
を
論
ず
る
際
に
は
等
分
に
目

配
り
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
盛
衰
記
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　
見
る
人
、
「
大
仏
を
焼
き
給
は
ず
ば
、
今
か
か
る
恥
に
あ
ひ
給
ふ
べ
し
や
」
と
て
凝
る
者
も
あ
り
。
涙
を
流
す
人
も
多
か
り
け
り
。

重
土
を
非
難
す
る
者
に
対
し
、
同
情
を
寄
せ
る
者
を
番
う
の
は
盛
衰
記
に
顕
著
な
「
並
列
・
並
記
」
の
筆
癖
だ
が
（
前
掲
拙
稿
「
源
平
盛

衰
記
の
方
法
と
性
格
」
）
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
後
者
の
「
多
か
」
つ
た
こ
と
を
特
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
源
健
一

郎
氏
な
ど
は
、
波
線
部
の
記
述
が
盛
衰
記
に
の
み
見
え
る
こ
と
に
「
注
目
」
し
て
い
る
が
（
前
掲
論
文
（
A
）
）
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
傍
線

部
の
記
述
の
方
が
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
多
」
い
の
は
後
者
で
、
前
者
で
は
な
い
か
ら
だ
。
断
罪
す
る
人
も
あ
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
同
情
．
哀
惜
す
る
人
の
方
が
「
多
」
か
っ
た
と
一
三
口
う
以
上
、
そ
こ
に
盛
衰
記
の
価
値
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
重
衡
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
断
罪
す
る
の
は
当
然
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
な
か
、
同
情
を
寄
せ
る

人
の
方
が
「
多
」
か
っ
た
と
記
す
姿
勢
は
、
や
は
り
尋
常
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
に
一
定
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
蓋
し
わ
た
く
し
が
、
盛
衰
記
に
重
衡
救
済
の
志
向
を
認
め
る
所
以
で
も
あ
る
。

三
五
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三
六

　
目
の
当
た
り
に
愛
し
子
を
殺
さ
れ
、
阿
証
房
印
西
を
善
知
識
と
し
て
出
家
し
た
後
、
南
都
を
巡
礼
、
難
波
の
海
で
入
水
し
た
燭
膜
尼
ロ

内
裏
女
房
（
巻
第
四
十
七
　
北
条
上
洛
、
平
平
を
尋
ぬ
附
二
者
尼
御
前
の
事
）
の
果
た
し
た
役
割
も
ま
た
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
入
水
の
際
、
燭
膜
尼
は
、

　
　
南
無
帰
命
頂
礼
阿
弥
陀
如
来
、
太
子
聖
霊
、
先
人
羽
林
・
若
君
御
前
、
必
ず
一
つ
蓮
に
迎
え
さ
せ
給
へ
。

と
唱
え
た
と
い
う
。
阿
弥
陀
仏
と
、
現
世
の
極
楽
浄
土
た
る
天
王
寺
ゆ
か
り
の
聖
徳
太
子
の
「
聖
霊
」
に
重
衡
と
若
君
、
そ
し
て
己
の
往

生
を
祈
っ
た
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
叶
え
ら
れ
た
か
。

　
盛
衰
記
は
、
長
楽
寺
で
正
月
十
五
日
よ
り
四
十
八
日
間
営
ま
れ
た
「
念
仏
法
門
の
談
義
」
の
場
に
連
な
っ
た
天
王
寺
の
信
阿
弥
陀
仏
が

「
法
問
の
隙
に
よ
う
つ
の
物
語
の
次
に
」
、
彼
の
骨
膜
尼
の
「
物
語
」
を
語
り
出
し
、
そ
れ
に
誘
わ
れ
る
形
で
尼
が
出
奔
す
る
ま
で
の
経
緯

を
印
西
上
人
が
語
り
、
そ
の
後
、
聴
衆
と
も
ど
も
コ
文
一
句
の
談
義
も
、
随
喜
聴
聞
の
功
徳
を
も
、
こ
の
人
の
孝
養
」
の
た
め
に
「
回

向
」
し
た
と
記
し
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　
そ
の
上
諸
僧
を
勧
進
し
て
、
一
字
三
礼
の
一
日
経
を
書
き
、
難
波
の
海
へ
そ
送
り
給
ふ
。
母
上
も
若
君
も
、
縦
ひ
罪
業
深
く
と
も
、

　
　
印
西
上
人
の
志
、
な
ど
か
生
死
を
出
で
ざ
ら
ん
。

こ
こ
に
言
う
「
生
死
」
と
は
『
往
生
要
集
』
大
文
四
の
「
生
死
即
浬
盤
小
、
煩
悩
即
菩
提
」
の
「
生
死
」
と
同
じ
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
「
輪

廻
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
な
ど
か
」
は
反
語
で
、
強
調
表
現
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
傍
線
部
は
「
ど
う
し
て
六
道
輪
廻
の
道
か
ら
逃
れ
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
必
ず
で
き
る
」
と
い
う
意
味
と
な
り
、

こ
こ
に
わ
た
く
し
ど
も
は
濁
膜
壁
と
若
君
の
往
生
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ち
な
み
に
名
上
覧
彰
氏
な
ど
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
れ
ら
の
往
生
を
ほ
の
め
か
し
て
一
篇
の
説
話
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
（
傍
点
　
砂
川
）
。

と
の
読
み
を
示
す
が
（
「
『
平
家
物
語
』
燭
膜
尼
説
話
考
」
『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
2
8
』
一
九
七
五
年
九
月
）
、
「
ほ
の
め
か
し
て
」
と

い
う
言
い
方
に
は
「
な
ど
か
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
強
い
響
き
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
物
語
は
、
「
燭
膜
尼
の
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
明
確
に
し
な
い
」
（
源
健
一
郎
論
文
（
A
）
）
の
で
は
な
く
、
「
明
確

に
」
確
認
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
と
彼
の
入
水
の
際
の
祈
り
と
突
き
合
わ
せ
る
な
ら
、
重
心
の
往
生
も
ま
た
果
た
さ
れ
た
と
見
る

の
が
至
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

5
　
源
論
文
の
疑
問

博砂 川

　
最
後
に
、
二
百
↓
郎
氏
の
重
罪
非
救
済
説
の
論
拠
に
つ
い
て
の
疑
問
を
挙
げ
、

下
の
通
り
で
あ
る
。

o＠＠o＠＠＠＠＠o

結
び
に
代
え
た
い
。
論
文
（
A
）
（
B
）
の
要
点
は
二

重
衡
が
南
都
焼
亡
の
罪
を
自
覚
し
て
い
な
が
ら
指
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
A
）
。

重
衡
が
生
け
捕
ら
れ
た
こ
と
を
大
仏
焼
亡
の
報
い
と
す
る
こ
と
（
A
）
。

重
衡
の
南
都
焼
亡
の
罪
業
が
係
累
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
（
A
）
。

重
衡
を
裏
切
っ
た
守
長
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
（
A
）
。

重
衡
の
処
刑
に
立
ち
あ
っ
た
善
知
識
の
こ
と
ば
が
、
重
衡
の
妄
執
を
鎮
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
A
）

重
衡
の
遺
体
に
犬
が
群
が
り
、
凄
惨
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
A
）
。

重
衡
堕
地
獄
の
宣
言
が
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
A
）

重
衡
の
舅
に
し
て
、
南
都
の
貢
献
者
た
る
藤
原
邦
綱
を
理
想
化
す
る
こ
と
（
B
）
。

重
衡
を
「
提
婆
」
と
評
価
す
る
こ
と
（
B
）
。

重
衡
が
「
後
戸
」
で
処
刑
さ
れ
た
場
面
に
多
義
峰
、
喜
多
羅
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
、
＝
種
の
パ
ロ
デ
ィ
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
（
B
）
。
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三
八

こ
れ
ら
の
う
ち
①
②
③
⑤
⑦
は
既
に
言
及
し
た
の
で
、
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。

　
④
⑧
に
つ
い
て
、
守
長
と
邦
綱
の
二
人
が
称
揚
さ
れ
る
こ
と
が
、
な
ぜ
重
衡
の
救
済
問
題
や
、
そ
の
人
物
造
型
に
関
わ
る
の
か
い
ま
一

つ
よ
く
飲
み
込
め
な
い
。
守
長
に
つ
い
て
言
え
ば
、
源
氏
は
、
「
守
長
の
非
道
さ
が
際
だ
つ
こ
と
で
重
衡
に
同
情
が
集
ま
る
」
、
つ
ま
り
救

わ
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
守
長
が
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
で
重
衡
に
同
情
が
集
ま
ら
な
い
、
つ
ま
り
救
わ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
の
救
済
・
不
救
済
の
問
題
は
二
人
の
人
物
造
型
と
直
接
関
係
は
な
い
の
で
、
源
氏
の
解
釈

に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
⑥
の
犬
の
登
場
だ
が
、
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
賀
古
の
教
信
の
遺
骸
が
犬
や
鳥
に
「
競
ひ
食
」
わ
れ
て
い
る
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十

五
播
磨
国
賀
古
の
駅
の
教
信
往
生
の
語
　
第
二
十
六
）
例
も
あ
る
の
で
、
一
概
に
「
非
救
済
」
の
証
し
と
は
言
え
な
い
。
兵
庫
観
音
堂
で

往
生
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
一
遍
が
「
没
後
の
事
は
、
我
門
弟
に
お
き
て
は
葬
礼
の
儀
式
を
と
・
の
ふ
べ
か
ら
ず
。
野
に
す
て
・
け
だ
も
の

に
ほ
ど
こ
す
べ
し
」
（
『
一
遍
聖
絵
』
第
十
二
第
三
段
）
と
遺
言
し
た
こ
と
も
想
起
し
て
も
よ
い
。

　
⑨
の
重
衡
1
1
「
提
婆
」
説
に
つ
い
て
、
源
氏
が
引
く
よ
う
に
確
か
に
盛
衰
記
は
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
事
実
は
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
画
期
遺
言
中
の
「
下
宿
達
多
は
三
面
の
罪
人
な
り
。
無
間
の
炎
の
底
に
し
て
、
成
仏
の
激
雷
に
与
か
る
」
と
い
う

「
提
婆
」
救
済
の
確
認
の
こ
と
ば
が
、
「
世
に
流
布
の
本
」
中
の
「
異
説
」
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
付
載
さ
れ
て
い
る
事
実
を
ど
う
評
価
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
盛
衰
記
本
編
に
見
ら
れ
な
い
の
は
、
「
そ
の
最
終
的
な
成
立
段
階
に
お
い
て
、
重
重
を
救
済
す
る
論
理

の
な
か
で
は
た
ら
く
「
提
婆
」
を
意
識
的
に
削
除
し
た
も
の
」
と
判
断
し
て
重
々
の
不
救
済
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
わ
た
く
し
は
む
し
ろ

逆
で
、
「
提
婆
」
も
「
成
仏
の
三
下
に
与
か
る
」
と
す
る
文
言
を
「
異
説
」
と
し
て
と
く
に
付
載
す
る
と
こ
ろ
に
、
二
塁
の
救
済
を
図
ろ

う
と
す
る
盛
衰
記
の
意
思
を
見
た
い
。

　
最
後
の
⑩
だ
が
、
こ
の
「
手
の
込
ん
だ
」
解
釈
に
は
お
手
上
げ
で
あ
る
。
正
直
の
と
こ
ろ
、
わ
た
く
し
に
は
源
氏
の
「
深
読
み
」
に
し

か
思
え
ぬ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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