
鴨
長
明
　
にそ

の

つ
　
い

源
信
、
保

て胤
へ
の
傾
倒
と

方
丈
記
の
解
釈
一草

部

了

円

一
、
方
　
丈
　
　
記

　
流
布
本
方
丈
記
に
つ
い
て
は
、
後
人
が
諸
書
の
一
部
を
釘
館
補
綴
し
て
出
来
た

も
の
で
、
長
明
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
、
藤
岡
作
太
郎
博
士
が
主
張

さ
れ
、
他
に
も
こ
れ
と
同
説
の
学
者
が
あ
っ
た
。

　
次
に
野
村
八
良
博
士
は
、
流
布
本
方
丈
記
の
結
構
並
に
文
辞
が
（
一
）
全
く
軒
下

保
胤
の
池
亭
記
の
模
倣
で
あ
る
。
（
二
）
こ
れ
は
極
め
て
拙
劣
な
る
手
段
で
、
大
文

章
家
と
し
て
の
長
明
が
、
か
～
る
手
段
を
と
る
筈
が
な
い
。
と
い
う
様
な
理
由
を

挙
げ
て
、
方
丈
記
流
布
本
偽
書
説
を
主
張
せ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
岩
波
文
庫
本
方
丈
記
の
解
題
に
於
て
、
山
田
孝
雄
博
士
は
、

（
イ
）
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
典
拠
故
実
を
重
ん
じ
た
当
時
の
風
潮
を
解
し
な
い
も
の

で
あ
る
。
（
ロ
）
方
丈
記
末
尾
の
「
月
か
げ
」
の
歌
は
、
大
福
光
寺
本
方
丈
記
に
は

な
い
か
ら
、
是
は
偽
書
説
を
裏
づ
け
る
資
料
と
は
な
り
得
な
い
。
（
ハ
）
方
丈
記
の

文
は
、
長
明
の
脳
中
に
存
し
た
池
亭
記
の
記
憶
が
、
そ
の
文
を
載
せ
て
遜
り
出
で

た
も
の
で
、
長
明
が
こ
れ
を
模
倣
し
よ
う
と
、
殊
更
に
巧
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。

（
二
）
日
蓮
上
人
の
立
正
安
国
論
の
如
き
も
、
論
文
の
結
構
は
、
文
選
の
西
都
賦
東

都
賦
等
の
形
式
に
よ
っ
た
も
の
で
、
身
延
山
御
書
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
方
丈
記

の
文
章
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
方
丈
記
が
模
倣
し
た
と
言
わ
れ

る
保
胤
の
池
亭
記
は
、
白
楽
天
の
池
上
篇
を
粉
本
と
し
て
い
る
。
（
ホ
）
方
丈
記
と

池
亭
記
と
題
号
が
似
通
っ
て
い
る
事
、
一
方
は
池
中
の
溢
乳
、
他
方
は
山
中
の
小

庵
で
あ
る
事
か
ら
し
て
、
長
明
の
胸
中
或
は
最
初
か
ら
、
池
亭
記
の
如
き
も
の
を
　
7
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

和
漢
混
清
の
文
体
に
よ
っ
て
、
記
述
し
よ
う
と
い
う
腹
案
が
あ
っ
て
、
宿
構
成
る

と
共
に
、
】
右
筆
を
呵
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
大
体
五
つ
の
点
を
あ
げ
て
、
そ
の
所
説
を
明
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る
。

そ
の
申
で
も
、
（
ハ
）
と
（
ホ
）
の
場
合
は
、
こ
の
ま
～
で
は
若
干
の
矛
盾
も
あ
る
様

で
あ
る
が
、
博
士
は
、
広
本
方
丈
記
の
う
ち
、
特
に
大
福
光
寺
本
の
如
き
、
古
本

系
統
本
を
も
っ
て
、
長
明
の
手
に
成
っ
た
も
の
と
し
て
い
ら
れ
る
事
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　
抑
も
方
丈
記
の
文
章
が
、
池
亭
記
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
事
は
事
実
で
あ

る
が
、
そ
の
他
に
も
、
平
家
物
語
を
は
じ
め
、
若
干
の
文
章
と
の
関
連
が
あ
る
。

然
し
な
が
ら
方
丈
記
の
、
流
麗
に
し
て
首
尾
整
然
た
る
文
章
は
、
　
「
五
情
」
と
言

わ
れ
る
程
、
無
意
味
に
、
諸
書
の
断
片
を
羅
列
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
模

鴨
長
明
に
つ
い
て



鴨
長
明
に
つ
い
て

倣
」
と
い
う
言
葉
も
、
あ
な
が
ち
当
っ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
た
め

に
方
丈
記
の
文
章
の
品
位
や
価
値
が
、
柳
か
も
そ
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

山
田
博
士
は
、
こ
れ
ら
の
評
言
に
対
し
て
「
当
時
の
風
潮
を
解
し
な
い
も
の
」
と

云
わ
れ
た
が
、
こ
の
反
論
も
さ
る
事
な
が
ら
、
私
は
こ
の
外
に
も
っ
と
深
い
理
由

が
あ
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
明
の
慶
滋
保
胤
へ
の
敬
慕
で
あ
り
、

傾
倒
が
存
し
た
こ
と
で
あ
る
。
若
し
単
な
る
文
章
だ
け
の
粉
本
と
し
て
の
池
亭
記

で
あ
る
な
ら
ば
、
本
朝
郵
貯
の
中
に
は
、
保
胤
だ
け
で
な
く
、
前
中
書
王
の
池
亭

記
も
存
し
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
長
明
が
前
中
書
王
の
池
亭
記
を
は
じ
め
、
そ
の

他
の
先
賢
の
文
章
の
影
響
を
受
け
る
事
な
く
、
全
く
保
胤
の
池
亭
記
の
文
に
倣
っ

た
と
い
う
事
は
、
彼
の
保
胤
へ
の
敬
慕
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
殊
に
方
丈
記
に
見
受
け
ら
れ
る
池
亭
記
の
影
響
は
、
た
ゴ
一
通
り
の

模
倣
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
怪
々
繁
雑
に
わ
た
る
が

方
丈
記
と
池
亭
記
と
の
、
特
に
類
似
し
た
部
分
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

二
、
方
丈
記
と
池
亭
記

　
　
　
　
方
　
丈
　
記

　
L
　
予
物
の
心
を
し
れ
り
し
よ
り
以
来

よ
そ
ぢ
あ
ま
り
の
春
秋
を
送
れ
る
あ
ひ
だ

に
世
の
不
思
議
を
見
る
事
や
＼
た
び
た
び

に
な
り
ぬ
（
以
下
安
元
の
大
火
の
記
事
）

　
2
　
若
せ
ば
き
地
に
を
れ
ば
ち
か
く
炎

上
あ
る
時
そ
の
実
を
の
が
る
、
事
な
し
。

若
辺
地
に
あ
れ
ば
往
反
わ
づ
ら
ひ
を
ほ
く

　
　
　
　
池
　
亭
　
記

　
L
予
二
十
余
年
よ
り
以
来
東
西
の
二

京
を
歴
見
す
る
に
云
々
（
以
下
、
人
家
と

住
民
の
退
転
荒
蕪
の
さ
ま
を
の
べ
、
　
「
主

人
事
あ
り
て
左
転
し
屋
舎
火
有
り
て
自
ら

焼
け
ぬ
」
と
火
災
の
記
事
に
触
れ
て
い
る
）

　
2
　
東
隣
に
火
災
有
れ
ば
西
中
余
炎
を

免
れ
ず
。
南
宅
に
盗
賊
有
れ
ば
北
宅
流
矢

を
避
け
難
し
。

盗
賊
の
難
は
な
は
た
し

　
翫
　
又
い
き
を
ひ
あ
る
物
は
貧
欲
ふ
か

く
独
身
な
る
物
は
人
に
か
ろ
め
ら
る
。
財

あ
れ
ば
を
そ
れ
を
ほ
く
貧
け
れ
ば
う
ら
み

切
韻

　
4
　
若
を
の
が
身
数
な
ら
ず
し
て
権
門

の
か
た
は
ら
に
居
る
者
は
ふ
か
く
よ
ろ
こ

ぶ
事
あ
れ
ど
も
を
ほ
き
に
た
の
し
む
に
あ

た
は
ず
。
な
げ
き
せ
ち
な
る
時
も
こ
ゑ
を

あ
げ
て
な
く
事
な
し
。

　
臥
　
進
退
や
す
か
ら
ず
た
ち
み
に
つ
け

て
を
そ
れ
を
の
＼
く
さ
ま
た
と
へ
ば
す
ゴ

め
の
た
か
の
す
に
ち
か
づ
け
る
か
ご
と
し

　
＆
　
我
身
父
方
の
祖
母
の
家
を
伝
て
久

敷
彼
所
に
す
む

　
乳
　
み
そ
ぢ
あ
ま
り
に
し
て
更
に
わ
が

心
と
↓
の
庵
を
む
す
ぶ

　
8
。
若
心
に
か
な
は
ぬ
事
あ
ら
ば
や
す

く
ほ
か
へ
う
つ
さ
む
が
た
め
な
り

　
9
，
　
い
ま
日
野
山
の
奥
に
あ
と
を
か
く

．
し
て
華
東
に
1
南
に
一
そ
の
西
に
1
北
に

よ
せ
て
1

　
軌
　
春
は
ふ
ち
な
み
を
み
る
紫
弔
云
の
こ

　
一

と
く
し
て
西
方
に
㌧
ほ
ふ

　
夏
は
郭
公
を
き
く
か
た
ら
ふ
ご
と
に
し

で
の
山
ぢ
を
ち
ぎ
る

　
あ
き
は
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
み
～
に
み
て

り
う
つ
せ
み
の
よ
を
か
な
し
ぶ
か
と
き
こ

二．

　
3
　
富
め
る
者
は
未
だ
必
ず
し
も
徳
有

ら
ず
。
貧
し
き
者
は
三
二
恥
ぢ
有
り

　
塩
　
又
勢
家
に
近
づ
き
微
身
を
黙
る
、

者
は
屋
破
れ
た
り
と
錐
も
葺
く
こ
と
を
得

ず
垣
壊
れ
た
り
と
錐
も
築
く
こ
と
を
得
ず

楽
し
み
有
れ
ど
も
大
い
に
口
を
開
い
て
咲

ふ
事
能
は
ず
。
哀
し
み
有
れ
ど
も
高
く
声

を
揚
げ
て
塾
す
る
事
能
は
ず
。

　
翫
　
進
退
回
れ
有
り
心
神
安
か
ら
ず
讐

へ
ば
猶
一
一
の
鷹
鵡
に
近
づ
く
が
ご
と
し

　
ε
　
予
本
居
処
無
し
上
東
門
の
人
家
に
　
7
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

寄
居
す
。

　
7
。
三
六
条
以
北
初
め
て
荒
地
を
ト
し

て
四
垣
を
築
き
一
門
を
開
く

　
＆
　
常
に
損
益
を
思
ひ
て
永
住
を
要
め

ず　
駄
　
池
の
西
に
1
池
の
東
に
1
池
の
北

に
一

　
0
，
春
は
東
岸
の
柳
有
り
て
細
群
馬
郷

　
1

た
り

　
夏
は
北
戸
の
竹
有
り
て
清
風
颯
然
た
り

　
秋
は
西
窓
の
月
有
り
て
以
て
書
を
披
く

べ
し

　
冬
は
南
蒼
の
日
有
り
て
以
て
背
を
爽
る



ゆ　
冬
は
雪
を
あ
は
れ
ぶ
つ
も
り
き
ゆ
る
さ

ま
罪
障
に
た
と
へ
っ
べ
し

　
L
　
い
そ
ち
の
は
る
を
む
か
へ
て
家
を

　
一

い
で
よ
を
そ
む
け
り

　
乞
　
が
う
な
は
ち
い
さ
き
か
い
を
こ
の

　
一

む
。
こ
れ
身
を
し
れ
る
に
よ
り
て
な
り
。

み
さ
ご
は
あ
ら
い
そ
に
る
る
。
す
な
は
ち

人
を
＼
そ
る
～
が
ゆ
へ
な
り
。
谷
口
か
く

の
ご
と
し
身
を
し
り
世
を
し
れ
～
ば
ね
が

は
ず
、
わ
し
ら
ず
。
た
ゴ
し
っ
か
な
る
を

望
と
し
う
れ
へ
無
き
を
た
の
し
み
と
す
。

　
3
　
人
の
と
も
た
る
も
の
は
と
め
る
を

　
一

た
う
と
み
、
ね
ん
ご
ろ
な
る
を
さ
き
と
す
。

　
塩
　
若
余
興
あ
れ
ば
し
ば
し
ば
松
の
ひ

　
ーゴ

き
に
秋
風
楽
を
た
ぐ
へ
云
々
、
ひ
と
り

し
ら
べ
ひ
と
り
詠
じ
て
み
つ
か
ら
情
を
や

し
な
ふ
ば
か
り
な
り
云
々
、
か
し
こ
に
こ

わ
ら
は
あ
り
、
と
き
ど
き
き
た
り
て
あ
ひ

と
ぷ
ら
ふ

　
臥
　
こ
～
に
六
そ
ち
の
旧
き
え
か
た
に

　
一

を
よ
び
て
更
に
す
ゑ
は
の
や
ど
り
を
む
す

べ
る
事
あ
り
。
い
は
ゴ
旅
人
の
一
夜
の
宿

を
つ
く
り
老
た
る
か
い
こ
の
ま
ゆ
を
い
と

な
む
が
ご
と
し
。

　
a
　
干
時
建
暦
の
ふ
た
と
せ
や
よ
ひ
の

　
一つ

ご
も
り
こ
ろ
桑
門
の
蓮
沼
と
や
ま
の
い

ほ
り
に
し
て
こ
れ
を
し
る
す

鴨
長
明
に
つ
い
て

べ
し

　
1
．
予
行
年
漸
く
五
旬
に
垂
と
し
て
適

　
1

小
宅
有
り

　
乞
　
蝸
其
の
舎
に
安
ん
じ
颪
其
の
縫
に

　
　

楽
し
む
。
鵬
は
小
枝
に
住
み
て
郡
林
の
大

な
る
を
望
ま
ず
。
蛙
は
三
井
に
在
っ
て
槍

海
の
寛
ぎ
を
知
ら
ず
。
家
主
職
と
し
て
柱

下
に
在
り
と
錐
も
心
は
山
中
に
住
む
が
如

し
。
官
爵
は
運
命
に
任
す
。
天
の
工
均
し

回
天
は
乾
坤
に
付
す
。

　
臓
　
人
の
師
た
る
者
は
貴
き
を
先
に
し

富
め
る
を
先
に
す
。
　
（
申
略
）
人
の
友
た

る
者
は
勢
を
以
て
利
と
為
す
。

　
4
，
予
門
を
杜
ぎ
戸
を
閉
ぢ
独
り
吟
じ

　
1

独
り
詠
ず
。
若
し
余
興
あ
れ
ば
児
童
と
小

船
に
乗
り
舷
を
叩
き
樟
を
鼓
す
。
若
し
余

暇
あ
れ
ば
憧
僕
を
呼
び
後
園
に
入
り
て
以

て
臭
し
以
て
灌
ぐ
。

　
翫
　
三
三
歯
に
及
び
て
小
宅
を
開
き
起

　
1

つ
。
　
（
中
略
）
造
田
行
人
の
旅
宿
を
造
り

老
蚕
の
独
繭
を
成
す
が
ご
と
し
。

　
a
　
天
元
五
載
孟
冬
十
月
家
主
保
胤
自

　
1

ら
作
り
自
ら
書
す

　
以
上
の
類
似
点
か
ら
考
え
る
と
、
山
田
博
士
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
池
亭
記
の

記
憶
が
、
自
ら
遜
り
出
で
た
も
の
と
い
う
様
な
、
生
や
さ
し
い
も
の
で
も
な
い
し

ま
た
野
村
博
士
の
よ
う
に
、
単
な
る
模
倣
と
片
づ
け
て
し
ま
う
事
も
出
来
ま
い
。

こ
の
外
、
長
明
の
発
心
集
に
は
、
池
亭
記
や
日
本
往
生
極
楽
記
そ
の
他
保
胤
に
関

す
る
記
事
が
見
受
け
ら
れ
、
特
に
第
二
の
巻
に
は
「
内
記
入
道
寂
心
事
」
の
一
章

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
方
丈
記
文
末
の
「
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
不
し
や

う
の
阿
弥
陀
仏
両
三
返
を
申
し
て
や
み
ぬ
」
と
あ
る
の
も
、
本
朝
文
粋
十
に
見
え

る
保
胤
の

　
「
生
極
楽
世
界
、
莫
勝
運
阿
弥
陀
仏
、
故
開
口
揚
声
、
唱
其
名
号
」

に
拠
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
「
蓮
胤
」
と
い
う
長
明
の
法
名
も
、
こ

れ
ま
た
「
保
胤
」
の
名
に
関
連
が
な
い
と
は
云
え
ま
い
。
こ
う
い
う
風
に
、
長
明

の
保
胤
へ
の
特
別
の
関
心
と
傾
倒
と
は
誠
に
著
明
な
も
の
が
あ
る
が
、
是
は
一
に
　
7
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

は
家
系
の
上
か
ら
来
る
近
親
感
と
、
二
に
は
保
胤
の
人
柄
に
対
す
る
敬
慕
の
情
と

が
然
ら
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
保
胤
は
賀
茂
忠
行
の
次
子
と
し
て
生
れ
た
が
、
こ
れ
は
大
和
賀
茂
の
家
系
で
あ

り
、
長
明
は
山
城
賀
茂
の
出
で
あ
る
。
共
に
賀
茂
神
社
に
奉
仕
す
る
家
柄
で
あ
っ

た
と
い
う
事
は
、
お
の
ず
か
ら
家
系
か
ら
く
る
親
し
み
も
持
た
れ
得
る
は
ず
で
あ

る
が
、
更
に
保
胤
の
思
想
と
人
物
と
は
、
長
明
に
深
い
敬
慕
の
情
を
起
さ
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
賀
茂
家
は
天
文
暦
数
の
家
で
あ
っ
た
が
、
保
胤
の
性
癖
は
世
業

に
合
わ
な
か
っ
た
為
め
、
氏
を
改
め
て
儒
家
に
列
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
学
を

菅
原
文
時
に
受
け
、
思
藻
豊
富
に
し
て
、
文
章
は
一
代
に
絶
し
て
い
た
。
彼
が
天

暦
の
末
に
試
み
ら
れ
て
只
独
り
合
格
し
、
大
内
記
と
な
っ
た
事
や
、
江
匡
衡
が
心

か
ら
彼
を
追
慕
し
て
い
る
一
文
を
見
て
も
、
卓
絶
し
た
彼
の
一
面
が
窺
え
よ
う
。

三



鴨
長
明
に
つ
い
て

或
時
、
横
川
に
増
賀
聖
人
の
止
観
を
講
ず
る
の
を
聴
い
て
、
飲
歓
措
か
ず
、
終
に

剃
髪
し
て
寂
心
と
号
し
、
四
方
を
巡
歴
し
て
い
る
。
彼
の
出
家
が
五
十
二
、
三
で

あ
っ
た
事
、
示
寂
が
六
十
三
、
四
で
あ
っ
た
事
は
、
偶
然
に
も
長
明
の
出
家
と
、

示
寂
の
年
齢
と
ほ
ゴ
同
じ
で
あ
る
。
保
胤
が
出
家
を
し
た
寛
和
二
年
（
九
八
六
年
）

以
前
、
既
に
彼
の
日
本
往
生
極
楽
記
は
完
成
し
て
居
り
、
こ
れ
を
い
ち
早
く
一
代

の
名
著
、
往
生
要
集
の
申
に
取
り
あ
げ
た
の
が
、
源
信
僧
都
で
あ
っ
た
。
保
胤
と

源
信
と
が
、
共
に
浄
土
教
の
同
信
者
と
し
て
交
友
が
あ
っ
た
と
い
う
事
は
、
長
明

の
心
を
更
に
惹
き
つ
け
る
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
長
明
が
日
本
往
生
極
楽
記

を
読
み
、
往
生
要
集
を
座
右
の
書
と
し
て
手
放
さ
な
か
っ
た
事
を
見
る
と
、
そ
の

宗
教
的
関
心
と
人
柄
の
上
か
ら
、
保
胤
と
源
信
と
が
、
長
明
に
与
え
た
影
響
は
、

決
し
て
通
り
一
遍
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
長
明
の
方
丈
記
に
お
け
る
池
亭
記
の

受
け
入
れ
方
を
見
て
も
、
彼
は
保
胤
の
池
亭
記
に
描
い
た
生
活
態
度
を
全
面
的
に

肯
定
し
、
是
を
受
け
入
れ
る
と
共
に
、
自
ら
も
是
に
倣
う
こ
と
に
満
足
の
喜
び
を

さ
え
見
出
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
方
丈
記
執
筆
に
当
っ
て
、
最
初
か
ら
池
亭
記
を

頭
に
お
い
て
、
意
識
的
に
長
明
は
筆
を
す
㌧
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
往
生
要
集
の
著
者
源
信

　
方
丈
記
日
野
山
の
閑
居
の
条
に
「
西
面
に
竹
の
つ
り
だ
な
を
か
ま
へ
て
黒
き
皮

籠
三
合
を
を
け
り
。
則
和
歌
管
絃
往
生
要
年
ご
と
き
の
抄
物
を
入
た
り
」
と
云
っ

て
い
る
が
、
長
明
は
「
心
を
修
め
て
道
を
お
こ
な
は
ん
」
が
為
め
、
　
「
世
を
の
が

れ
て
山
林
に
ま
じ
は
り
」
念
仏
を
し
、
読
経
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼

の
手
許
に
は
「
往
生
要
集
」
を
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
も
日
本
往
生
極
楽
三

四

や
、
池
亭
記
な
ど
の
抄
物
が
あ
っ
た
事
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
往
生
要
集
は
源

信
僧
都
の
著
で
あ
る
。
永
観
二
年
（
九
八
四
年
）
十
一
月
に
筆
を
起
し
て
、
翌
年

四
月
に
終
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
既
に
横
川
に
隠
棲
し
た
以
後
の
著
作
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
彼
の
隠
棲
の
年
時
は
、
ほ
ゴ
四
十
歳
位
の
年
と
考
え
ら
れ
る
。
源
信

は
若
く
し
て
天
台
の
教
学
を
修
め
、
既
に
天
延
元
年
三
十
二
歳
の
時
、
法
華
会
に

際
し
て
算
学
竪
義
の
役
に
預
か
り
、
そ
の
後
天
元
元
年
三
十
七
歳
の
時
に
も
、
こ

の
役
に
預
か
っ
て
い
る
。
然
る
に
彼
は
、
仏
法
の
棟
梁
と
し
て
、
こ
の
様
に
名
声

が
高
か
っ
た
に
も
か
、
わ
ら
ず
、
間
も
な
く
世
俗
を
断
っ
て
、
未
練
も
な
く
隠
棲

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
名
聞
利
．
養
に
身
を
や
つ
す

学
生
で
あ
る
よ
り
も
、
多
武
峯
の
聖
の
様
に
清
ら
か
な
修
行
の
僧
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
い
う
、
母
の
強
い
諫
め
に
依
る
も
の
だ
と
い
っ
た
、
有
名
な
逸
話
も
あ
る
が

恐
ら
く
は
も
っ
と
深
い
ぎ
り
ぎ
り
の
生
死
一
番
の
覚
悟
が
あ
っ
た
事
と
思
わ
れ
る
　
6
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こ
の
往
生
要
集
に
於
け
る
念
仏
の
行
は
、
円
仁
に
よ
っ
て
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
、

常
行
三
昧
の
系
列
に
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
歩
々
念
々
仁
山
唯
在
阿
弥

陀
仏
」
を
念
ず
る
、
摩
詞
止
観
の
念
仏
と
さ
れ
る
が
、
保
胤
入
信
の
動
機
も
こ
、

に
あ
っ
た
事
は
、
二
人
を
結
ぶ
機
縁
と
も
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
往

生
要
集
第
六
章
で
明
ら
か
な
様
に
、
源
信
は
平
生
の
念
仏
の
中
心
を
、
こ
れ
ら
常

行
三
昧
に
置
く
と
共
に
、
臨
命
終
時
に
於
て
は
、
十
声
の
念
仏
を
唱
え
て
、
阿
弥

陀
三
尊
を
は
じ
め
、
諸
仏
諸
菩
薩
の
来
迎
を
請
い
奉
っ
て
い
る
。
従
っ
て
彼
に
あ

っ
て
は
、
無
量
寿
経
の
第
十
八
願
よ
り
、
第
十
九
の
願
が
重
視
せ
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
も
、
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
彼
に
お
け
る
浄
土
教
の

動
向
は
、
そ
の
ま
、
慶
滋
保
胤
の
日
本
往
生
極
楽
記
の
思
想
と
、
方
向
を
同
じ
く

す
る
も
の
で
あ
る
事
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
に
よ
れ
ば
、
保
胤
は
寛



和
二
年
に
出
家
し
て
い
る
が
、
源
信
は
こ
の
日
本
往
生
極
楽
記
を
い
ち
早
く
往
生

要
事
の
中
に
と
り
あ
げ
、
二
十
五
三
昧
式
を
結
ぶ
や
、
二
十
五
三
昧
起
請
を
保
胤

が
起
草
し
て
い
る
が
如
き
は
、
こ
の
二
人
の
浄
土
教
同
信
者
の
信
頼
の
深
さ
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　
抑
も
わ
が
国
浄
土
教
の
歴
史
的
展
開
の
上
に
於
て
、
中
国
浄
土
教
義
の
大
成
者

で
あ
る
善
導
の
思
想
に
、
最
も
早
く
注
目
し
た
の
が
、
こ
の
源
信
で
あ
る
が
、
後

年
日
本
浄
土
教
を
確
立
し
た
法
然
が
「
偏
依
善
導
」
を
唱
し
た
の
も
、
こ
の
往
生

要
集
に
教
え
ら
れ
た
結
果
だ
と
、
云
わ
れ
て
い
る
。

　
長
明
の
発
心
要
訣
七
に
「
往
生
極
楽
も
又
か
く
の
如
し
、
一
心
に
は
げ
み
勤
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
、
ゆ
め
ゆ
め
お
こ
た
る
な
か
れ
」
と
い
＼
、
或
は
巻
八
に
「
一
念
の
称
念
な
を

引
摂
に
預
る
」
と
云
っ
て
、
不
断
念
仏
を
唱
え
、
或
は
臨
終
称
念
に
、
生
極
楽
を

願
う
と
い
う
が
如
き
は
、
往
生
古
集
に
も
そ
の
ま
㌧
見
受
け
ら
れ
る
所
で
、
善
導

か
ら
源
信
へ
、
源
信
か
ら
法
然
の
選
択
本
願
念
仏
集
へ
と
、
脈
々
と
し
て
流
れ
来

っ
た
念
仏
往
生
の
思
想
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
の
「
手
習
」
に
「
そ
の

頃
横
川
に
某
の
僧
都
と
か
云
ひ
て
、
い
と
尊
き
人
住
み
け
り
、
八
十
余
の
母
、
五

十
許
の
妹
あ
り
け
り
」
と
し
て
、
そ
の
僧
都
の
言
葉
に
「
聞
き
に
く
し
念
仏
よ
り

外
の
あ
だ
業
な
せ
そ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
横
川
の
某
の
僧
こ
そ
、
恐
ら
く

は
七
十
歳
ち
か
く
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
源
信
を
、
そ
れ
と
な
く
思
い
描
い
た

も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
外
、
栄
花
物
語
の
「
玉
の
台
」
を
は
じ
め
、
日
記

物
語
等
に
、
往
生
要
素
は
ま
こ
と
に
多
く
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
鎌
倉
時
代

に
は
入
っ
て
、
法
然
、
意
解
の
信
仰
が
庶
民
の
間
に
浸
み
こ
ん
で
行
っ
た
時
代
思

潮
を
反
映
し
て
、
宝
物
集
、
十
訓
抄
、
平
家
物
語
、
諸
歌
集
の
釈
教
の
部
な
ど
に

は
、
そ
の
影
響
の
著
し
い
あ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
社
会
状
勢
の
面
か
ら

鴨
長
明
に
つ
い
て

見
て
も
、
渡
辺
別
所
に
一
間
四
面
の
浄
土
堂
が
完
成
し
た
の
が
、
建
仁
二
年
で
あ

る
が
、
す
で
に
五
年
以
前
建
久
八
年
の
頃
か
ら
、
こ
＼
で
は
迎
講
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
他
諸
方
の
別
所
で
、
高
声
念
仏
を
唱
え
て
僧
侶
た
ち
が
迎
講
を
行
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
は
既
に
源
信
の
時
代
に
そ
の
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
昔

物
語
（
巻
十
五
）
に
見
え
る
勧
進
聖
や
庶
民
に
よ
る
百
日
講
、
ま
た
は
往
生
講
も

　
ソ
ノ
写
セ
ル
絵
像
ヲ
カ
ケ
テ
、
其
ノ
前
ニ
シ
テ
念
仏
ヲ
唱
へ
講
ヲ
行
フ
事
無
二

　
絶
エ
ズ

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
源
信
の
頃
に
結
集
さ
れ
た
二
十
五
三
昧
講

の
流
れ
を
汲
ん
だ
、
念
仏
講
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
元
興
寺
本
堂
の
解
体
修
理
の

工
事
で
発
見
さ
れ
た
、
内
陣
東
面
間
柱
の
刻
銘
寄
進
文
七
筆
は
、
嘉
応
、
建
仁
、

承
元
、
建
、
暦
等
、
長
明
の
生
き
て
い
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
井
裏
か
ら

発
見
さ
れ
た
も
の
に
は
、
建
久
八
年
の
四
月
十
四
日
か
ら
、
七
月
二
十
八
日
ま
で
、
　
6
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百
五
日
間
の
謹
聴
が
墨
書
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
或
は
ま
た
密
教
特
有
の
阿
字

観
に
よ
る
即
身
成
仏
の
願
か
ら
、
人
々
の
胸
に
阿
字
を
大
き
く
描
い
た
阿
字
義
の

究
が
流
行
し
て
い
た
が
、
方
丈
記
に
あ
っ
て
は
、
仁
和
寺
の
隆
暁
法
印
が
こ
れ
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
人
々
の
名
に
阿
弥
陀
仏
名
号
を
附
与
し
た
事
は
、
作
善
集

に
よ
れ
ば
、
建
仁
二
年
に
始
ま
る
と
い
㌧
、
慈
円
は
愚
管
抄
に
「
費
目
モ
仏
法
ノ

滅
相
ウ
タ
ガ
ヒ
ナ
シ
」
と
非
難
し
て
は
い
る
け
れ
共
、
重
源
上
人
は
こ
れ
を
用
い

他
人
に
も
こ
れ
を
施
し
て
い
る
。
法
然
上
人
の
七
ケ
条
起
請
文
の
最
後
に
、
法
然

以
下
百
三
十
九
人
の
署
名
の
中
に
も
見
え
、
極
楽
坊
の
太
子
胎
内
文
書
に
も
、
信

阿
弥
陀
仏
、
善
阿
弥
陀
仏
等
の
名
が
散
見
す
る
。
殊
に
醍
醐
の
地
に
も
居
住
し
て

大
和
を
は
じ
め
東
海
、
近
畿
、
中
国
地
方
に
ま
で
、
造
寺
造
仏
に
一
代
の
功
徳
を

積
ん
だ
重
源
の
如
き
は
、
浄
土
教
的
密
教
の
信
仰
を
も
っ
た
傑
僧
で
、
長
明
自
身

五



鴨
長
明
に
つ
い
て

も
目
の
あ
た
り
そ
の
活
動
と
信
仰
に
は
接
し
て
い
た
事
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う

風
に
、
源
信
に
よ
っ
て
点
火
せ
ら
れ
た
浄
土
教
的
信
仰
と
行
事
と
が
盛
ん
で
あ
っ

た
社
会
環
境
の
中
で
、
社
会
の
不
安
と
、
一
身
の
不
遇
と
を
内
省
し
た
長
明
に
と

っ
て
、
世
を
避
け
て
隠
棲
し
、
文
筆
に
親
し
み
つ
、
仏
陀
に
帰
依
し
た
保
胤
や
、

往
生
要
集
を
通
し
て
見
る
源
信
が
、
如
何
に
慕
わ
し
い
人
で
あ
っ
た
か
は
当
然
で

あ
ろ
う
。

　
「
玉
葉
」
治
承
四
年
十
二
月
の
条
に
「
天
下
若
有
落
居
三
世
者
、
早
可
遂
山
林

之
素
懐
、
臨
終
正
念
之
宿
願
、
一
期
之
大
要
也
」
と
あ
る
の
は
、
た
ゴ
ひ
と
り
九

条
関
白
兼
実
の
み
の
悲
痛
な
る
述
懐
で
は
な
い
。
長
明
に
も
こ
れ
に
似
た
遁
世
の

切
実
な
催
し
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
彼
が
日
野
山
に
隠
れ
て
心
静
か
に
著
述
の
筆
を
執
る
に
い
た
っ
た
、
そ
の
前
後

の
動
静
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
全
く
源
信
、
保
胤
の
そ
れ
と
似
通
っ
た
も
の
が
あ

る
。
長
明
と
し
て
は
そ
の
隠
棲
の
動
機
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
先
賢
の
行
状
を
胸
に

思
い
描
く
こ
と
が
必
ず
や
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
長
明
の
二
人
へ
の
敬
慕
と
傾
倒
と

を
考
え
る
と
き
、
私
は
そ
の
様
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
、
方
丈
記
文
末
の
解
釈

　
方
丈
記
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

　
「
抑
一
期
の
月
影
か
た
ぶ
き
て
余
算
山
の
端
に
ち
か
し
、
忽
に
三
途
の
闇
に
む

か
は
ん
時
、
な
に
の
わ
ざ
を
か
＼
こ
た
ん
と
す
る
。
仏
の
人
を
を
し
へ
た
ま
ふ
趣

は
事
に
ふ
れ
て
執
心
な
か
れ
と
也
」
「
汝
姿
は
聖
に
て
心
は
に
ご
り
に
し
め
り
」

「
た
も
つ
所
は
わ
っ
か
に
周
梨
般
小
女
が
行
に
だ
に
及
ば
ず
。
若
立
貧
賎
の
報
の
身

山ノ、

つ
か
ら
な
や
ま
す
か
。
将
ま
た
妄
心
の
い
た
り
て
呈
せ
る
か
。
そ
の
時
心
さ
ら
に

答
ふ
る
事
な
し
。
た
ゴ
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
、
ふ
し
ゃ
う
の
阿
弥
陀
仏

両
三
返
を
申
て
や
み
ぬ
」

　
長
明
は
こ
の
自
照
の
言
葉
と
同
じ
こ
と
を
、
発
心
集
第
六
に
も
「
身
は
世
の
塵

に
の
み
著
し
て
諸
の
罪
を
つ
く
り
て
、
弥
陀
の
誓
の
あ
り
が
た
く
極
楽
の
詣
で
や

す
き
事
を
き
け
ど
も
信
ず
る
と
も
な
し
。
疑
ふ
と
も
な
し
、
耳
に
も
入
ら
ず
、
心

に
も
そ
ま
ず
。
」
　
「
一
期
夢
の
如
く
に
過
ぎ
な
ば
、
空
く
終
り
に
臨
ま
ん
時
身
を

う
ら
み
心
を
か
こ
ち
て
も
何
の
甲
斐
か
あ
ら
ん
、
三
途
ま
な
こ
の
前
に
来
る
べ

し
。
」
と
、
云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
慶
滋
保
胤
の
「
方
今
令
下
一

切
衆
生
入
中
諸
仏
知
見
上
、
莫
レ
先
二
於
法
華
経
一
、
故
起
レ
心
合
レ
掌
、
講
二
警
句
偏
一
、

滅
二
無
量
罪
障
一
、
生
二
極
楽
世
界
｝
、
莫
レ
勝
二
於
弥
陀
仏
一
、
故
由
レ
ロ
揚
レ
声
、
唱

二
其
名
号
こ
　
（
本
朝
紅
葉
第
十
）
と
を
結
び
合
せ
て
考
え
る
時
、
方
丈
記
の
「
た
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ー

ゴ
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
、
ふ
し
ゃ
う
の
阿
弥
陀
仏
両
三
返
を
申
て
や
み

ぬ
」
の
語
句
は
「
故
開
レ
ロ
揚
レ
声
息
二
言
名
号
一
」
に
出
て
い
る
こ
と
が
想
像
せ
ら

れ
る
。
こ
れ
は
池
亭
記
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
其
の
影
響
を
認
め
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
然
し
な
が
ら
、
こ
、
で
問
題
に
な
る
の
は
「
ふ
し
ゃ
う
の
阿
弥
陀
仏
」
な
る
語

で
あ
る
。
こ
れ
は
方
丈
記
の
伝
本
を
見
る
と
、
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い

る
。

一
、
不
請
阿
弥
陀
仏

　
　
　
大
福
光
寺
本
、
草
部
架
蔵
本
、
三
条
家
本

二
、
不
請
の
念
仏

　
　
　
嵯
峨
本
、
正
保
本
、
扶
桑
拾
葉
病
毒



三
、
不
浄
の
阿
弥
陀
仏

　
　
　
名
古
屋
図
書
館
本
、
氏
孝
本
、
保
利
本

四
、
不
惜
の
あ
み
た
ふ

　
　
　
前
田
本

五
、
不
祥
の
阿
弥
陀
仏

　
　
　
保
最
本

六
、
不
言
阿
弥
陀
仏

　
　
　
近
衛
竜
山
本

　
大
体
以
上
の
様
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
念
仏
」
と
あ
る
の
は
、
流
布
本
系

統
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
「
阿
弥
陀
仏
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
流
布
本
の

筆
者
が
私
意
を
も
っ
て
、
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
引
用
し
た
保
胤
の
詩
を

見
て
も
、
こ
㌧
は
、
　
「
阿
弥
陀
仏
」
と
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
然
し

て
そ
の
解
釈
と
し
て
は

A
、
請
は
ず

　
ω
不
請
帯
説

○
何
の
求
め
る
と
こ
ろ
も
な
く
何
の
願
う
所
も
な
い
念
仏

○
請
ひ
求
む
る
と
こ
ろ
な
き
念
仏

○
何
の
願
う
と
こ
ろ
も
な
い
念
仏

○
心
に
は
さ
ほ
ど
請
ひ
求
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
念
仏

○
心
の
要
求
か
ら
で
な
い
念
仏

○
何
の
願
う
と
こ
ろ
も
求
め
る
と
こ
ろ
も
な
い
念
仏

ω
不
請
仏
説

○
請
じ
奉
ら
ざ
る
念
仏

　
　
　
　
　
　
鴨
長
明
に
つ
い
て

　
（
内
海
弘
蔵
）

（
豊
田
八
十
代
）

　
（
児
玉
尊
臣
）

（
富
倉
徳
次
郎
）

　
　
（
西
尾
実
）

　
（
内
田
暁
郎
）

（
凡
夫
と
い
え
ど
も
称
名
す
れ
ば
仏
の
方
か
ら
来
迎
し

　
　
摂
取
す
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
田
潤
）

　
○
「
奉
請
」
と
い
う
よ
う
な
手
続
き
を
す
る
問
も
も
ど
か
し
く
な
っ
て
、
と
る

　
　
も
の
も
と
り
あ
え
ず
、
念
仏
そ
の
も
の
に
直
入
　
　
　
　
（
佐
々
木
八
郎
）

、
○
法
会
な
ど
で
仏
の
現
前
を
祈
る
の
が
「
奉
請
」
儀
を
と
、
の
え
な
い
の
が

　
　
「
不
請
」
す
な
わ
ち
儀
を
と
、
の
え
な
い
念
仏
　
　
　
　
　
　
（
瓜
生
等
量
）

　
○
仏
の
勧
請
を
乞
わ
ざ
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
井
義
憲
）

　
○
奉
請
阿
弥
陀
仏
の
誤
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
天
外
）

　
㈲
不
請
之
友
説

　
○
こ
ち
ら
か
ら
請
い
も
し
な
い
の
に
呼
び
か
け
て
わ
れ
ら
衆
生
を
救
っ
て
下
さ

　
　
る
慈
悲
深
い
阿
弥
陀
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
藤
英
方
）

　
○
仏
の
力
に
導
か
れ
て
お
の
ず
か
ら
浮
ぶ
称
名
念
仏
　
　
　
　
（
松
浦
貞
俊
）

　
○
お
の
ず
か
ら
口
に
浮
ぶ
阿
弥
陀
仏
の
御
名
「
無
量
寿
経
」
に
見
え
る
不
請
の
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友
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
に
す
が
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
田
知
雄
）

　
○
阿
弥
陀
と
自
己
と
の
対
立
関
係
の
消
滅
し
た
念
仏
、
弥
陀
と
取
引
関
係
の
な

　
　
い
念
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
村
博
司
）

　
ω
不
要
請
説

　
○
と
ひ
つ
め
ら
れ
て
申
せ
と
も
い
わ
ぬ
念
仏
を
申
せ
ば
不
請
と
い
ふ
な
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
方
丈
記
諺
解
）

　
○
他
か
ら
請
い
求
め
ら
れ
な
い
で
自
分
か
ら
進
ん
で
す
る
念
仏
（
山
田
孝
雄
）

B
、
請
け
ず

　
㈲
不
受
容
（
仏
が
）

　
○
自
業
を
修
め
ず
し
て
弥
陀
を
の
み
念
じ
た
り
と
も
仏
は
請
け
ぬ
も
の
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
々
木
信
綱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



鴨
長
明
に
つ
い
て

　
○
信
仰
の
心
足
ら
ず
し
て
念
仏
を
唱
え
て
も
仏
は
こ
れ
を
請
け
ぬ
も
の
で
あ
る

　
　
迷
の
心
を
は
な
れ
ず
し
て
唱
え
る
念
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
川
秀
雄
）

　
○
仏
が
請
け
入
れ
て
く
れ
な
い
念
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
沢
義
則
）

　
○
仏
も
請
け
給
う
と
は
思
え
ぬ
念
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
藤
春
夫
）

　
㈲
不
精
説

　
○
さ
ほ
ど
請
い
望
ま
ず
、
但
口
ず
さ
み
に
念
仏
す
る
を
い
う
。
俗
に
不
請
不
請

　
　
と
い
、
、
い
や
い
や
な
が
ら
事
を
著
す
時
に
用
う
。
　
　
　
　
（
織
田
得
能
）

　
○
さ
ほ
ど
請
い
求
め
ず
、
口
ず
さ
み
の
念
仏
　
　
　
　
　
　
　
（
塚
本
哲
三
）

　
○
す
＼
ん
で
自
ら
唱
え
る
の
で
な
く
い
や
い
や
な
が
ら
唱
え
る
念
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
田
治
男
）

　
○
申
訳
程
度
の
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
唱
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
田
孝
）

　
○
心
こ
＼
に
あ
ら
ざ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
木
順
三
）

　
以
上
は
庵
過
影
響
の
「
方
丈
記
の
構
想
と
結
語
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う

中
に
、
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
不
請
」
を
前
提
と
し
て
の
数

多
く
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
A
の
ω
に
見
え
る
諸
説
は
、
字
義
に
の
み
解

し
た
解
釈
で
、
遺
憾
な
が
ら
浄
土
教
の
念
仏
に
対
す
る
仏
学
的
知
識
の
不
足
が
認

め
ら
れ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
意
を
つ
く
し
た
と
は
い
え
な
い
。
②
の
諸
説
は

「
奉
請
」
を
前
提
と
し
た
解
釈
が
多
い
が
「
言
置
弥
陀
世
尊
入
道
場
散
華
楽
、
測

索
釈
迦
如
来
散
華
楽
、
下
請
十
方
如
来
散
華
楽
」
は
、
善
導
の
「
転
経
行
道
願
往

生
浄
土
法
事
讃
」
上
巻
に
、
　
「
行
道
讃
梵
偶
云
」
と
し
て
見
え
る
と
こ
ろ
で
「
奉

請
阿
弥
陀
仏
」
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
は
表
白
の
偶
で
、

置
文
を
唱
え
る
毎
に
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
偶
句
で
あ
る
か
ら
、
長
明
が
こ
の
様
に

自
己
反
省
の
最
後
に
「
奉
請
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
筈
は
な
い
。
勧
の
不
請
三
友

八

号
中
、
松
浦
貞
俊
氏
の
御
説
だ
け
は
最
も
穏
当
で
あ
る
が
、
他
は
い
ず
れ
も
満
足

す
べ
き
も
の
は
な
い
様
で
あ
る
。
殊
に
ω
㈲
は
い
ず
れ
も
仏
教
的
知
識
を
欠
如
し

た
解
釈
で
、
教
義
の
上
か
ら
見
て
も
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
削
れ
ら
れ
な
い
。
㈹

の
不
精
説
又
然
り
で
、
織
田
得
能
氏
の
如
き
、
優
れ
た
仏
教
学
者
の
詳
説
と
も
思

え
な
い
解
釈
で
あ
る
。
い
く
ら
長
明
の
信
仰
生
活
が
自
慰
的
で
不
徹
底
で
あ
ろ
う

と
も
、
世
を
捨
て
＼
山
に
は
入
っ
た
彼
が
、
厳
し
い
自
己
批
判
の
あ
と
に
、
い
や

い
や
な
が
ら
の
、
申
訳
程
度
の
念
仏
な
ど
す
る
筈
が
な
い
。
彼
の
生
活
態
度
と
、

方
丈
記
全
篇
を
つ
ら
ぬ
く
彼
の
信
念
の
黒
子
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
遊
戯
的
で
生
ぬ
る

い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
引
き
し
ま
っ
た
、
方
丈
記
の
行
文
の
リ
ズ
ム
に
注
意

し
た
だ
け
で
も
解
る
は
ず
で
あ
る
。

　
「
不
請
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
玉
葉
に
「
文
覚
頗
る
不
請
之
気

有
り
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
明
月
記
、
十
訓
抄
等
に
も
見
え
、
　
「
う
け
ひ
か
な
　
6
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1

い
」
「
不
承
知
で
あ
る
」
な
ど
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
語
の
場
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
ぐ

そ
の
意
義
が
異
な
り
、
「
請
求
し
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
仏
説
無
量
寿
経

巻
上
の
「
諸
の
庶
類
の
為
に
不
請
之
友
と
な
り
、
群
生
を
荷
負
し
て
之
を
平
担
と

為
す
」
と
あ
る
の
は
「
衆
生
の
我
が
発
心
を
請
ふ
に
あ
ら
ず
、
我
自
ら
衆
生
の
為

に
不
請
の
友
と
作
り
て
、
先
ず
一
切
の
衆
生
を
し
て
善
根
を
満
足
し
て
、
一
切
智

を
成
ぜ
し
め
ん
」
（
華
－
厳
経
）
と
あ
る
の
と
同
じ
く
衆
生
が
請
い
求
め
な
く
と
も
、

仏
の
発
願
に
於
て
「
不
請
の
友
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
外
不
請
の
法
、
不
請

の
師
な
ど
の
用
語
が
、
勝
窒
経
や
、
維
摩
経
な
ど
に
も
見
え
る
が
、
　
「
不
請
の
念

仏
」
「
不
請
の
阿
弥
陀
仏
」
な
る
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
長
明
が
座
右
の
書

と
し
た
往
生
要
集
を
は
じ
め
、
日
本
往
生
極
楽
記
に
も
見
え
ず
、
長
明
の
著
書
で

あ
る
発
心
集
に
も
見
当
ら
な
い
。
若
し
果
し
て
方
丈
記
の
中
に
、
こ
の
不
請
の
念



仏
な
る
新
造
語
を
用
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
自
身
、
不
請
の
念
仏
な
る
思
想
内

容
を
、
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
彼
の
念
仏
往
生
の

義
は
、
既
に
前
述
し
た
様
に
、
全
く
保
胤
、
源
信
の
浄
土
往
生
の
流
れ
を
汲
む
も

の
で
「
一
念
の
称
念
な
を
引
摂
に
預
る
」
　
（
発
心
集
巻
心
）
と
い
、
「
五
逆
の
人

だ
に
善
知
識
に
あ
ひ
て
、
念
仏
十
度
申
つ
れ
ば
極
楽
に
生
る
」
と
い
う
様
に
、
常

行
三
昧
と
臨
終
称
念
の
念
仏
往
生
で
あ
る
。
即
ち
青
鷺
に
よ
っ
て
称
揚
せ
ら
れ
た

第
十
八
願
の
思
想
で
な
く
、
第
十
九
の
願
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
自
力
作
善
の
念
仏
義
の
中
か
ら
、
不
請
の
念
仏
な
る
思
想
が
生
ま
れ
得
よ
う
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
「
如
来
す
で
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施
し
給
ふ
の
心
な
り
」
（
教
行
信
証
、

行
巻
）
　
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
非
善
な
り
」
　
（
歎
異
紗
）
　
「
念
仏
の
申
さ

る
㌧
も
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
也
」
　
（
歎
異
型
）

　
即
ち
仏
の
は
か
ら
い
（
如
来
の
発
願
）
と
し
て
催
さ
れ
る
、
自
然
法
爾
の
念
仏
、

仏
か
ら
回
施
さ
れ
た
衆
生
の
行
で
あ
る
が
故
に
、
非
行
無
害
で
あ
り
、
そ
れ
で
こ

そ
「
不
請
不
求
」
の
念
仏
義
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
引
用
の
語
句
は
す
べ
て
、

親
鶯
の
念
仏
に
対
す
る
考
え
方
を
、
端
的
に
打
ち
出
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
彼
と

て
も
善
導
、
源
信
に
傾
倒
し
た
と
思
わ
れ
る
善
信
の
時
代
か
ら
、
道
緯
、
雪
空
に

思
を
馳
せ
た
緯
空
の
時
期
を
経
て
、
専
守
、
曇
鶯
に
眼
を
開
い
た
親
繕
の
晩
年
ま

で
、
実
に
長
い
遍
歴
を
経
て
到
達
し
た
念
仏
義
で
、
観
経
や
皇
籍
の
世
界
か
ら
、

大
経
十
八
願
の
信
念
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
「
不
請
不
求
」
の
念
仏
思
想
の
受
容

が
、
可
能
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日
本
浄
土
教
展
開
の
歴
史
的
過
程
に

曾
て
も
、
長
明
の
念
仏
往
生
の
思
想
的
把
握
の
実
状
か
ら
見
て
も
、
不
請
の
念
仏
、

乃
至
は
阿
弥
陀
仏
な
る
念
仏
義
は
、
生
起
し
得
る
余
地
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定

鴨
長
明
に
つ
い
て

さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
方
丈
記
の
「
ふ
し
ゃ
う
の
阿
弥
陀
仏
」
を
「
不
請
の

阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
は
、
受
容
し
難
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
名
古
屋
図
書
話
本
（
焼
失
）
氏
孝
本
（
天
理

図
書
館
本
）
保
利
本
（
小
著
対
校
古
本
方
丈
記
底
本
）
に
見
え
る
「
不
浄
の
阿
弥

陀
仏
」
で
あ
ろ
う
。
経
典
で
は
直
心
を
停
止
す
る
五
種
の
観
法
の
第
一
に
、
不
浄

観
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
身
の
不
浄
を
観
じ
て
体
心
を
治
す
る
観
法
で
、
止
口
と

五
種
不
浄
の
二
つ
が
あ
る
。
五
種
不
浄
と
は
種
子
不
浄
、
住
処
不
浄
、
自
体
不
浄
、

自
重
不
浄
、
主
義
不
浄
の
五
つ
で
あ
る
が
、
往
生
要
心
に
は
人
間
の
様
相
を
、
第

一
に
不
浄
相
、
第
二
に
苦
相
、
第
三
に
無
常
相
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
従
っ
て

こ
の
不
浄
観
が
、
長
明
の
発
心
集
に
重
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
も
当
然
の
事
で

あ
ろ
う
。
巻
七
に
は
「
悪
業
の
依
身
な
り
不
浄
の
庫
蔵
な
り
」
と
述
懐
し
、
或
は

第
四
巻
に
は
「
大
方
人
の
身
は
…
…
わ
っ
か
に
う
す
き
皮
ひ
と
へ
お
ほ
へ
る
故
に
、
　
6
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此
の
諸
の
不
浄
を
か
く
せ
り
」
と
い
＼
、
　
「
さ
れ
ば
悟
り
あ
る
人
は
真
の
相
を
知

る
故
に
、
念
々
に
是
を
厭
ひ
、
愚
な
る
者
は
か
り
の
色
に
ふ
け
り
て
心
を
ま
ど
は

す
事
、
た
と
へ
ば
か
う
や
の
中
の
虫
の
、
糞
臓
を
愛
す
る
が
如
し
」
と
云
っ
て
い

る
。
こ
の
第
四
巻
に
は
特
に
「
不
浄
観
の
事
」
が
あ
げ
ら
れ
「
玄
賓
係
レ
念
願
亜
相

室
一
事
」
の
一
文
が
あ
っ
て
、
往
生
要
集
の
不
浄
観
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
「
不
浄
を
観
じ
て
執
を
ひ
る
が
へ
す
」
と
い
＼
「
若
し
人
の
た
め
に
も
愛
著

し
、
自
ら
も
起
る
心
あ
ら
ん
時
は
、
必
ず
此
の
相
を
思
ふ
べ
し
」
と
云
っ
て
い
る

が
、
方
丈
記
の
文
末
に
於
て
、
　
「
汝
姿
は
聖
に
て
心
は
に
ご
り
に
し
め
り
」
と
自

責
し
、
或
は
「
若
是
貧
賎
の
報
の
身
つ
か
ら
な
や
ま
す
か
将
ま
た
妄
心
の
い
た
り

て
写
せ
る
か
」
と
、
自
己
の
妄
執
の
断
ち
が
た
い
事
に
、
厳
し
く
反
省
し
た
あ
と

に
、
　
「
た
皮
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
、
ふ
じ
や
う
の
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え

九



鴨
長
明
に
つ
い
て

た
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
筋
の
通
っ
た
文
の
表
現
だ
と
受
け
と
れ
そ
う

で
あ
る
。
往
生
要
集
に
は
「
或
人
間
て
云
は
く
、
何
等
の
相
を
以
て
厭
離
の
心
を

起
す
べ
き
や
。
答
て
曰
く
、
若
し
広
く
観
ぜ
ん
と
欲
せ
ぱ
前
の
所
説
の
如
く
六
道

の
因
果
不
浄
苦
等
な
り
」
と
い
、
、
或
は
ま
た
「
身
の
実
相
は
み
な
不
浄
な
り
と

知
る
こ
と
は
、
こ
れ
空
無
我
を
観
ず
る
也
。
こ
の
観
を
修
す
る
も
の
は
利
益
の
中

の
無
上
な
り
」
と
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
不
浄
を
観
じ
な
が
ら
念
仏
す
る
こ
と

は
、
長
明
に
と
っ
て
、
片
時
も
お
ろ
そ
か
に
し
難
い
往
生
の
業
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
さ
れ
ば
発
心
集
第
二
巻
に
は
「
を
と
㌧
し
の
六
月
よ
り
夕
ご
と
に
不
浄

を
か
へ
り
み
ず
、
衣
服
を
と
、
の
へ
ず
、
西
に
向
う
て
一
枚
ば
か
り
な
る
文
を
読

み
で
、
掌
を
合
せ
て
を
が
む
事
こ
そ
あ
り
し
か
」
と
い
う
、
我
さ
な
が
ら
の
念
仏

者
の
話
を
載
せ
て
い
る
。

　
然
し
斯
く
い
う
も
の
㌧
、
諸
経
の
中
に
も
、
不
浄
説
法
は
あ
っ
て
も
、
不
浄
の

阿
弥
陀
仏
な
る
用
語
は
な
い
の
で
、
こ
れ
が
決
定
的
な
解
釈
と
は
思
わ
な
い
が
、

不
請
の
阿
弥
陀
仏
と
す
る
考
え
よ
り
は
、
解
釈
と
し
て
妥
当
性
が
あ
る
様
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
外
に
若
し
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
向
阿
上
人
の
西
要
鉛
下
に
見
え

る
「
六
字
の
口
称
に
決
定
の
信
を
お
こ
し
給
へ
」
と
あ
る
「
口
称
」
で
あ
ろ
う
が

こ
れ
と
て
も
、
こ
れ
以
外
に
は
余
り
多
く
所
見
の
な
い
用
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

問
題
に
対
す
る
、
最
後
の
解
答
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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