
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
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Ｉ
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弘
法
大
師
将
家
健
陀
穀
子
袈
裟
に
つ
い
て

卜
刻

　

絲

　

と

　

敷
’
子
Ｉ
Ｊ

　
　
　
　
　

「
つ
づ
れ
」
と
云
ふ
語
ゆ
納
。
則
ち
古
り
弊
衣
仙
裁
綴
し
て
造
。

　
　
　
　

つ
た
心
の
や
。
檻
儡
の
類
を
云
ぴ
、
そ
の
醤
原
は
袷
袈
裟
の
梢

　
　
　
　

に
あ
る
。
ら
し
い
。
梢
は
綴
な
り
と
室
町
時
代
頃
か
ら
云
は
れ
写

　
　
　
　

ゐ
た
が
い
｀
江
戸
時
代
の
末
頃
に
著
さ
れ
た
｝
機
織
彙
編
』
な
ど

　
　
　
　

に
は
。
「
袷
錦
」
と
書
い
て
「
つ
づ
れ
の
に
し
き
」
と
振
仮
名
を

　
　
　
　

つ
け
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　

近
世
、
ｔ
。
ｏ
技
術
は
洛
西
ひ
御
宝
か
ら
興
っ
だ
や
う
で
、
仁

　
　
　

和
寺
μ
坊
官
が
こ
の
技
術
を
工
夫
し
育
て
た
と
傅
へ
て
ゐ
ゐ
。

　
　
　
　

そ
れ
放
二
呉
言
宗
と
は
縁
故
が
深
く
、
古
く
は
弘
法
大
師
の
健

　
　
　
　

陀
銀
子
の
袈
裟
も
こ
々
綴
錦
で
で
ぎ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　

御
室
で
造
ら
れ
た
頃
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
や
う
だ

　
　
　
　

が
、
、
維
新
開
國
の
後
、
欧
羅
巴
文
明
の
刺
戟
を
受
け
て
。
大
規

　
　
　
　

模
な
を
０
が
造
ら
れ
’
る
や
う
に
た
っ
た
４
上
恨
で
は
佛
寺
や
宮
’

｀
。

　
　
　
　
　
　
　

－

　

Ｘ

　
　
　

４

　

雌

　
　
　
　
　

－
ダ

　

［

　
　
　
　
　
　
　
　

－

］
’

　

入
廷
を
中
心
と
ヽ
し
て
大
き
な
作
品
が
造
ら
れ
、
そ
０
製
作
も
盛
だ

　
　
　
　
　

ノ
太

　
　

田

　
　

英

　
　

蔵

つ
だ
ら
し
い
・
そ
の
金
物
の
最
も
大
き
な
も
０
　
は
営
彦
寺
０
・
中

将
姫
感
得
・
と
傅
へ
ら
れ
る
鵜
絲
曼
荼
羅
で
あ
る
。
ま
た
奉
天
Ｏ

　
　

ｊ

　
　
　

Ｉ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　

ｓ

　
　
　

Ｉ

　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　

Ｆ

　
　

四

博
物
診
に
所
戴
さ
れ
て
な
る
綴
錦
、
則
ち
中
國
で
云
ふ
刻
絲
の

類
も
賓
に
世
界
的
な
織
物
で
あ
る
’
。

　

＼

　

上

、
東
亜
の
綴
錦
は
歴
史
も
古
く
、
そ
の
技
術
も
優
秀
で
あ
る
。
・
、

い
ま
東
寺
に
護
持
さ
。
れ
て
ゐ
る
弘
法
大
師
の
健
陀
穀
子
の
袈
裟

も
、
ま
た
そ
０
輝
し
い
遺
物
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　

い

　
　

Ｉ

　

私
は
か
ね
て
『
講
来
目
録
』
の
健
陀
穀
子
仮
裟
は
綴
９
　
で
な

け
れ
ば
た
ら
た
い
と
考
へ
て
ゐ
た
が
、
昭
和
十
七
年
十
月
十
三

日
、
大
賀
博
土
友
び
私
の
つ
と
め
て
ゐ
る
川
島
織
物
研
究
所
々

　
　
　
　
　
　
　

一
一

　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　

－

員
の
数
氏
と
一
緒
に
拝
観
を
許
さ
れ
、
。
そ
の
御
袈
裟
の
’
田
相
部

を
見
て
、
確
か
に
綴
錦
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
私

共
は
こ
の
綴
錦
の
傑
作
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
無
量
の
感
慨
忙
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ｊｌ６･

う
た
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　

本
稿
は
、
織
物
０
．
技
術
的
な
立
場
か
ら
、
こ
０
健
陀
穀
子
を

述
ぺ
る
と
共
に
、
刻
絲
と
銀
子
と
の
関
係
か
ら
、
こ
０
健
陀
銀

子
こ
ぞ
『
請
来
目
録
』
に
云
ふ
根
本
０
も
０
と
認
め
た
い
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

　

綴
錦
と
は
ど
ん
な
織
物
か
と
云
ふ
と
、
そ
の
紐
織
は
平
織

で
。
日
常
最
も
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
組
織
で
あ
る
。
し
か
1
　
2
　
「

た
だ
そ
の
構
造
は
ち
が
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
経
絲
一
忙
對
し
・

て
、
緯
絲
は
そ
の
三
倍
以
上
０
密
度
が
あ
る
。
経
絲
は
極
め
て

強
く
伸
張
さ
れ
、
殆
ど
員
直
ぐ
で
あ
る
が
、
緯
絲
は
こ
れ
に
反

し
、
急
角
度
に
経
絲
を
め
ぐ
つ
て
ま
が
り
、
殆
ど
経
絲
を
覆
ひ
’

包
み
、
」
見
昼
表
の
様
な
構
造
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
鮎
、
博

多
織
と
は
全
く
正
反
對
０
も
０
で
あ
る
。

　

模
様
の
あ
る
場
合
に
は
、
透
し
て
見
る
と
、
そ
の
模
様
の
通

　
　

■

　

｀

　
　
　
　

．
ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
～
つ
り

り
に
経
絲
に
添
っ
て
間
隙
が
見
え
る
。
こ
れ
を
我
々
は
’
「
羽
釣
。

磐
と
云
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
緯
絲
は
端
か
ら
端
迄
、
。
則
ち
耳

か
ら
耳
ま
で
通
つ
て
ゐ
た
い
。
そ
の
焉
に
緯
絲
の
密
度
は
部
分
。

に
よ
っ
て
違
つ
て
ゐ
る
。

　

経
絲
も
多
少
密
度
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
平
均
曲
一
寸
・

　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

間
に
五
十
三
本
で
。
あ
る
。
緯
絲
は
粗
い
ど
こ
ろ
で
百
二
十
五
本
、

密
な
と
こ
ろ
で
二
百
八
十
本
、
平
均
す
る
と
百
九
十
三
本
と
な

に
る
。
経
絲
一
に
對
し
て
緯
絲
は
べ
四
倍
の
割
合
で
織
ら
れ
て

ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

紅
絲
往

に
Ｃ
本
撚
り
合
せ
た
絹
絲
で
あ
る
。
近
代
で
は
緯
絲
は
練
っ
た

光
輝
の
豊
か
た
撚
絲
を
用
ひ
る
が
、
上
代
の
凛
徊
は
大
抵
平
絲

で
織
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
豊
潤
な
色
輝
が
賞
美
さ
れ
た
焉
め

と
考
へ
ら
れ
る
。

　

経
絲
の
直
径
は
、
‘
目
測
で
〇
・
二
粍
位
、
経
絲
と
経
絲
と
の

間
隔
は
〇
・
五
粍
乃
至
〇
・
六
粍
位
、
そ
し
て
そ
の
隙
間
は
〇
・

三
粍
位
で
あ
っ
た
。
則
ち
Ｊ
〇
・
五
乃
至
〇
・
六
粍
あ
る
経
絲
と

経
絲
の
問
へ
、
太
さ
○
こ
粍
を
下
ら
た
い
緯
絲
が
約
四
十
度

に
近
い
角
度
で
交
錯
し
て
ゐ
る
ｏ
で
あ
る
。
か
う
し
た
構
造
は

営
廊
曼
荼
羅
と
も
よ
く
似
て
ゐ
る
が
、
密
度
は
多
少
こ
の
方
が

・
あ
ら
い
。
’

　

健
陀
穀
子
は
柄
風
の
模
様
、
則
ち
叢
雲
状
に
織
出
さ
れ
て
ゐ

る
・
（
口
糟
圖
版
）
む
し
て
そ
の
色
と
色
と
の
境
目
に
羽
釣
孔

が
見
え
・
る
。
こ
の
羽
釣
孔
は
、
錦
や
綾
や
刺
繍
な
ど
に
全
く
見

ら
れ
ぬ
綴
錦
褐
得
０
特
徴
で
あ
る
。
。
つ
ま
り
、
洞
釣
孔
の
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
綴
錦
で
あ
る
-
ｙ
'
ｆ
ｉ
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
・
そ
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尚

　　

｀（大賀一郎博士作圓に捺る）
･●

　　

●

　　　　

ljｒ

　　　

’

　
　
　
　
　
　

』
－

　
　

ｉ

　

。

　

’

　

『

　
　

．
ｒ

　
　
　

｀
ｒ

　
　
　
　
　
　

－

れ
で
私
社
こ
の
袈
裟
０
田
相
部
に
あ
る
叢
雲
状
の
模
様
あ
奉
織
一

物
を
綴
錦
Ｉ
認
め
る
６
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
袈
裟
を
、
上
代
綴
錦
の
遺
１
　
と
比
較
し
て
ど
ん

だ
特
徴
が
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
ま
づ
こ
０
紫
０
絲
で
縫
っ
た
や

う
に
見
え
る
碁
分
で
あ
今
そ
れ
は
不
思
議
に
も
炉
で
縫
っ
て

　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　

〆

　
　

’

ゐ
な
い
。
た
μ
縫
っ
た
や
う
に
見
せ
て
、
責
は
織
。
つ
た
の
で
あ
ご

’
る
。
（
口
絵
及
び
第
二
圖
イ
刺
納
風
織
絲
）
し
た
が
っ
で
、
こ

れ
は
こ
０
袈
裟
が
造
ら
れ
た
常
時
０
　
も
の
で
？
断
じ
て
後
か
ら

ｏ
補
修
で
な
い
Ｉ

　
　
　
　

＼

　
　

ノ

　
　

～

　

。
つ
ぎ
は
こ
の
袈
裟
全
穀
が
殆
ん
ぞ
最
し
０
’
方
法
で
織
ら
れ
た

髭
で
あ
る
。
そ
し
て
ぃ
ま
約
十
種
程
汐
彙
し
方
か
識
別
さ
れ

る
。
営
彦
曼
荼
羅
０
。
や
う
な
絵
廣
的
圖
様
を
織
っ
た
を
の
に
最

し
が
な
く
。
棋
様
的
な
健
・
陀
殺
子
に
最
し
が
あ
る
と
い
ふ
’
こ
と

は
Ｊ
上
代
綴
錦
遺
品
０
異
例
で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
綴
錦
技
術
史

上
興
味
の
あ
る
所
で
、
‐
宋
０
刻
絲
に
見
る
彙
し
の
原
始
的
手
法

を
こ
こ
に
見
出
す
も
の
と
云
へ
よ
う
。

　
　

‥

　
　

上

　

っ
ぎ
に
綴
錦
と
は
ど
ん
な
に
し
て
造
ら
れ
る
か
。
こ
の
こ
と

考
一
廉
諒
解
し
て
４
％
か
た
や
と
、
こ
の
袈
裟
が
織
物
上
ど
ん
な

に
貴
や

”-

　

i
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第二圖

　

健陀穀子袈裟織物重層圓

　
　

ふ
。
現
在
西
陣
で
は
、
鑓
で
指
の
爪
を
鋸
歯
状
に
磨
き
。
彩
緯
～

　
　

を
掻
き
寄
せ
’
掻
き
寄
そ
し
て
、
下
締
ど
ほ
り
に
織
っ
て
ゆ
く
。

　
　

の
ゼ
あ
る
。
室
引
機
（
紋
機
）
を
用
ひ
す
、
下
締
の
線
に
し
た

　
　

が
っ
て
小
抒
を
え
ら
び
、
そ
の
形
の
と
ほ
り
に
緯
絲
を
積
み
あ

　
　

げ
て
ゆ
ぐ
０
で
あ
る
。
上
代
と
い
へ
ど
も
、
訟
そ
ら
く
こ
れ
と

　
　

向
じ
や
う
な
方
法
で
織
っ
た
と
鳶
も
ふ
。

　
　

こ
の
田
相
部
に
用
ひ
ら
れ
た
綴
錦
の
幅
は
曲
九
寸
位
で
あ

ヽ
る
。
い
ま
二
十
一
の
田
相
を
引
き
延
ば
し
て
見
る
と
、
約
十
七

　

尺
四
寸
と
な
る
に
九
寸
幅
で
十
七
尺
訟
の
も
の
、
こ
れ
を
織
る

　

に
要
す
る
日
数
は
大
蕨
二
百
八
十
二
日
位
と
計
算
さ
れ
る
。
し

’
か
｀
る
に
、
一
年
の
努
働
日
数
は
約
三
百
日
と
し
た
も
の
で
あ
る

　

か
ら
、
こ
れ
を
今
日
造
る
と
す
れ
ば
約
一
ヶ
年
の
時
日
を
要
す

　

る
こ
と
に
な
る
。
一
日
に
六
分
ほ
ど
、
則
ち
紫
の
緯
絲
が
約
一

　

分
ご
と
に
通
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
を
六
段
程
織
る
の
が
一
日

　

０
仕
事
量
で
あ
づ
た
。
し
か
し
、
現
在
よ
り
も
も
づ
と
訟
裕
の

　

あ
っ
た
頃
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
織
る
の
に
、
斟

　

く
と
も
一
年
半
や
二
年
を
要
し
た
と
み
て
誤
り
は
た
い
と
か
も

　

ふ
。
後
に
引
用
す
る
『
鶏
肋
編
』
や
『
松
漠
紀
聞
』
、
さ
て
は
『
大

　

慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傅
』
な
ど
も
、
一
衣
を
一
織
る
の
に
歳
、
ま
た

　

は
数
歳
を
要
す
る
と
述
べ
て
ゐ
る
か
ら
、
私
の
推
算
と
も
ほ
ぽ

-60-
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S19

一
致
す
る
。

　

綴
錦
は
ど
ん
だ
複
雑
な
模
様
で
冰
、
ま
た
ど
ん
な
多
様
な
色

彩
で
も
、
手
間
を
惜
ま
な
け
。
れ
ば
、
自
由
’
に
織

‐
現
す
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
。
し
、
錦
は
種
々
の
技
術
的
制
約
が
あ
っ
て
、
綴

錦
と
比
較
す
る
と
非
常
に
不
自
由
で
あ
る
。
。
健
陀
穀
子
は
。
、
約

十
種
０
色
と
、
そ
の
濃
淡
を
混
へ
、
量
し
の
種
ｗ
の
方
法
を
用

ぴ
て
ゐ
る
。
地
質
か
ら
登
す
る
美
し
い
絹
光
、
黄
味
の
茶
を
主

調
み
・
し
た
色
、
そ
れ
ら
が
總
て
の
も
０
を
高
貴
に
す
る
古
希
ｙ

混
然
融
け
あ
っ
て
、
色
彩
り
大
曼
荼
羅
を
繰
り
襖
げ
て
ね
る
。

員
に
荘
観
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
。

　

健
陀
穀
子
の
美
し
さ
は
全
く
こ
れ
ら
の
色
と
光
と
の
綜
合
の

荘
麗
Ｉ
で
あ
る
。
糟
雀
と
は
仝
く
ち
が
っ
た
美
し
さ
を
も
っ
て
・

ゐ
る
。
工
藤
と
し
て
の
特
殊
な
美
し
さ
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
健
陀
穀
子
０
袈
裟
は
果
し
七
大
師
Ｏ

「
請
来
目
録
」
に
あ
る
そ
れ
皿
間
違
ぴ
だ
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
Ｑ

・

　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　

に

と
は
す
こ
ぶ
る
重
大
な
問
題
・
で
あ
っ
て
、
種
々
の
方
面
か
ち

　
　
　

ｉ

　

♂

　
　
　
　
　

Ｎ

　

♂

　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

論
瞭
さ
れ
ね
ば
た
ら
亙
い
と
鳶
も
ふ
"
Ａ
、
私
は

ヽ
な
に
よ
り
も
ま

づ
穀
子
の
語
か
ら
論
じ
て
み
た
い
と
思
ふ
・
。

　

そ
れ
叫
つ
い
て
は
、
ま
づ
東
亜
に
お
け
厄
綴
錦
０
概
要
を
述

　
　
　

゛
ｉ
－

　

ダ

　
　
　
　

｀
－
゛
―
＾
’
“

　
　

Ｉ
Ｆ
”

　
　

－

　
　
　

｀

　
　

’

べ
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
Ａ
Ｊ
の
袈
裟
も
富
窯
曼
荼
羅
も
唐
代
か

ら
０
　
傅
世
品
沁
岑
る
と
灸
も
ふ
。
中
國
に
は
登
掘
品
以
外
、
唐

代
以
前
０
１
０
０
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
が
、
中
央
亜
細
亜
０
撲

蘭
や
‘
一
ヤ
の
腹
址
、
北
蒙
古
０
ノ
イ
ン
ー
ウ
ラ
か
ら
は
、
漢
代

０
綴
錦
が
出
土
し
て
ゐ
る
。
し
か
１
　
、
‘
。
こ
れ
ち
に
は
漢
人
が
作

で
な
い
と
か
も
は
れ
る
も
ふ
が
多
か
・

　

文
献
上
、
後
漢
か
ら
六
朝
唐
宋
へ
か
け
て
織
成
０
　
名
で
ょ
ば

れ
て
ゐ
る
織
物
が
こ
れ
で
あ
る
お
も
ふ
。
東
大
寺
献
物
帳
に
は

七
條
の
織
成
樹
皮
色
０
御
袈
裟
一
領
と
い
ふ
名
稲
が
み
え
る
。

こ
れ
は
純
然
た
る
綴
錦
で
は
な
い
が
、
し
か
し
綴
錦
的
な
要
素

か
ら
Ｉ
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
樹
皮
色
御
袈
裟
に
冠
さ
れ
た
織
成

の
語
を
綴
錦
と
解
し
て
よ
い
と
お
も
ふ
。

　

『
大
安
寺
流
記
資
財
帳
』
に
も
「
織
成
佛
像
」
一
張
と
い
ふ
目

が
あ
る
。
し
か
し
、
織
成
の
語
は
適
営
な
名
乗
っ
け
が
た
い
姜

っ
た
織
物
に
對
し
て
間
々
用
ぴ
る
こ
と
が
あ
る
０
で
、
よ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　

ｆ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
’

惧
重
に
判
断
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

『
後
漢
書
』
輿
服
志
に
よ
る
と
。
織
成
錦
は
陳
留
郡
襄
邑
に
産

す
る
と
い
ふ
ぐ
け
れ
ど
も
綴
錦
の
技
術
は
、
三
西
域
か
ら
中
國
へ

傅
っ
た
や
う
に
お
も
へ
る
。
綴
錦
の
織
方
は
今
日
で
も
極
め
て

原
始
的
敵
方
法
で
っ
織
て
祐
る
。
古
く
か
ら
機
織
の
技
に
優
れ
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ＳＸ）

て
ゐ
た
漢
人
が
、
こ
れ
を
工
夫
し
た
Ｅ
こ
考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な

い
が
、
正
史
の
「
西
域
傅
」
に
屡
々
織
成
の
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る

の
と
、
中
央
亜
細
亜
０
会
掘
品
が
埃
及
０
コ
プ
ト
裂
等
と
共
通

し
た
織
表
は
し
方
を
し
て
ゐ
る
の
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
西
域

の
織
技
が
中
國
に
傅
つ
だ
の
で
は
な
い
か
と
鳶
も
は
れ
る
。

　

そ
れ
で
銀
子
の
語
で
あ
る
が
、
綴
錦
０
こ
と
を
支
那
で
は
刻

絲
と
書
く
。
刻
絲
が
銀
子
に
通
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
文
字
・

言
語
の
上
で
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
師
の
健
陀
穀
子
が
綴

錦
で
あ
る
以
上
、
穀
子
と
刻
絲
と
の
同
一
を
信
す
る
出
会
鮎
に
’

は
な
る
と
思
ふ
。

　

刻
絲
ふ
一
穀
子
と
は
莉
本
で
は
同
音
で
あ
る
が
、
中
國
で
は
異

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
語
が
胆
國
で
用
ひ
ら
れ
た
の
は
宋
代
に
は
じ

ま
り
、
唐
代
ま
で
湖
り
え
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ

も
の
は
織
成
の
語
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
刻
絲
が
織
成
０
語
に

代
つ
た
か
は
判
ら
な
い
。
後
世
の
中
國
９
學
者
た
ち
は
、
大
醒

刻
絲
と
い
ふ
織
物
、
つ
ま
り
綴
錦
は
宋
代
に
は
じ
ま
る
も
の
と

考
へ
て
ゐ
た
や
う
で
恚
る
。

　
　
　
　
　

ヽ

　

北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
在
生
し
た
荘
齢
の
『
鶏
肋
篇
』
に

よ
る
と
、
刻
絲
が
綴
錦
で
あ
る
こ
と
は
疑
へ
た
い
。
そ
れ
は
ノ

　

機
法
が
大
機
を
用
ひ
な
い
こ
と
。
緯
絲
が
全
幅
を
通
貫
し
た
い

　

こ
と
、
そ
れ
に
透
し
て
み
る
と
羽
釣
孔
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か

　

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
羽
釣
孔
が
恰
も
彫
鍍
の
象
の
如
く

　

で
あ
る
か
ら
刻
絲
と
い
ふ
０
だ
と
さ
へ
云
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
ほ

　

か
詳
し
く
記
し
て
ゐ
る
特
徴
を
一
々
検
し
て
み
る
と
、
全
く
綴

｀
錦
の
特
徴
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
。

　
　

明
頃
に
な
る
と
、
刻
の
字
憾
正
字
で
な
い
と
の
脆
も
出
て
ゐ

　

る
が
、
織
成
の
語
も
、
元
μ
後
あ
ま
り
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
い
や

　

う
。
で
あ
、
る
。

　
　

荘
練
と
同
じ
時
代
０
人
で
『
松
漠
紀
聞
』
の
著
者
で
あ
る
洪

　

皓
は
、
十
数
年
間
、
満
洲
北
支
に
流
寓
し
て
ゐ
た
が
、
燕
山
、

　

則
ち
今
０
北
京
で
回
総
人
が
刺
絲
を
織
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
’
と

・
を
記
し
て
な
る
。
こ
れ
が
刻
絲
で
あ
る
こ
と
は
前
後
の
文
章
で

　

明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

ま
た
『
遼
史
』
催
衛
志
二
に
は
、
小
祀
に
際
し
て
皇
帝
が
國

　

服
紅
色
克
絲
総
甲
袖
を
召
す
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
南
宋
末

ら
著
で
あ
る
周
密
ｏ
『
斉
東
野
語
』
に
は
、
御
府
の
書
書
は
克

　

絲
を
装
漬
に
用
ひ
た
と
記
し
て
ゐ
る
。

　
　

北
宋
の
煕
写
七
年
十
月
、
紳
宗
は
我
が
入
宋
鮒
成
尋
に
托

　

し
｡
’
　
･
f
r
ｎ
筆
の
経
文
、
。
錦
巻
等
を
我
が
朝
廷
に
鳶
く
ら
れ
た
が
、
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2*1

A
Ｊ
Ｓ
Ｊ
＃
;
書
法
嘩
経
七
廃
忙
は
、
剋
絲
の
表
'
　
＾
<
ｉ
Ｑ
.
裏
ぶ
用
ひ

ら
れ
ヽ
勅
筆
０
７
装
漢
と
し
７
も
用
ぴ
ら
れ
ご

る
。
要
Ｉ
名
に
刻
、
澗
克
、
剋
の
四
字
は
同
１
　
同
義
の
異
字

で
あ
ゑ
レ
三

　
　

’
ド
。

　
　

‐

　
　
　
　

…
…
。

　

。

　

以
｀
上
四
字
０
う
ち
、
ニ
番
古
ぐ
て
年
代
的
に
確
誼
画
鳶
る
も

の
は
’
『
績
資
流
通
鑑
長
編
』
廃
六
十
一
の
景
徳
二
年
十
一
丹
巳

卯
ｏ
條
と
こ
契
丹
肺
志
』
廃
廿
一
に
あ
名
刻
絲
０
噺
で
あ
る
。

　
　

弔

　
　

’

　
　
　
　
　

－
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　

７
″

そ
松
に
は
宋
帝
の
だ
生
日
と
元
旦
の
國
信
贈
物
に
遼
か
ら
爾
ら

接
た
夥
し
い
い
綾
錦
か
お
り
ヽ
し
そ
の
な
か
に
刻
絲
の
御
衣
を
い
ふ

も
０
が
声
る
。
私
は
ど
れ
を
も
っ
て
『
刻
絲
と
い
ふ
言
草
の
初
見

と
す
る
べ
賓
忙
北
宋
の
末
年
を
湖
る
約
百
二
十
年
前
の
こ
と

で
糾
汽

　

『
鶏
肋
篇
』
の
著
者
荘
紳
よ
り
は
る
か
ま
へ
の
こ
Ｉ

で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
こ
の
刻
絲
び
語
は
彼
め
創
始
で
は
た

い
緊
傅
承
に
よ
ヴ
た
か
ヽ
或
は
直
接
綴
錦
を
見
て
憶
断
し
た
か

わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
が
ぺ
洞
釣
孔
雀
彫
鍍
の
象
と
し
て
刻
絲

と
い
ふ
字
を
用
ぷ
、
ま
た
そ
の
義
を
解
し
た
も
の
と
み
＜
る
。

。
『
鶏
肋
篇
』
の
刻
絲
０
　
製
法
と
特
徴
を
記
し
て
’
精
１
　
　
ｊ
い
こ
と
に

は
敬
意
を
彿
ふ
巧
彼
心
刻
絲
の
語
の
解
憚
に
は
、
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　

Ｑ

　

Ｉ

　
　

一

　
　
　
　
　

一

賛
意
を
表
す
る
こ
と
ぽ
で
き
た
い
。

　
　
　

｛

　
　

ニ

　
　
　
　

ー

。
明
の
周
所
晦
名
義
考
｝
の
な
か
で
、
刻
の
義
を
不
詳
と
し
、

　

’

　

。

　
　
　

χ

　
　
　
　
　

‐

　

・

　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　

『

　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　
　

－
－
ｉ
一

　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　

ｊ

　

－
『

　

♂

　
　
　
　

Ｎ

『
麦
讃
』
ジ
ー
。
る
絲
の
字
を
用
ぷ
べ
き
で
希
る
と
主
張
レ
ｔ
ゐ

　

る
。
し
か
し
綿
々
字
は
斟
書
以
外
に
用
ひ
ら
れ
た
例
は
未
だ
見

　

な
ぶ
。
布
し
こ
の
凋
看
の
。
脆
に
賛
成
す
る
と
す
れ
ば
、
『
廣
韻
』

に
お
る
。
「
織
緯
噛
」
と
い
ふ
訓
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
冠
に

‐
綴
錦
の
緯
嚇
が
経
ｍ
Ｑ
＼
二
倍
も
あ
づ
て
パ
緯
絲
ば
か
り
で
織
っ

た
や
う
な
鳥
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
ど
な
か
ら
う
か
と
思

ふ
ド
そ
う
す
る
作
＼
｝
こ
０
周
断
の
座
も
た
れ
た
か
捨
て
』
れ
な
い

　
　

’

　
　

一

　
　
　
　
　

Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　

『

も
の
に
た
る
。
’
し
か
し
緬
屈
的
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
ま
け
セ
尹

料
壮
見
富
ら
な
に
い
。

　
　

秤
は
原
本
『
玉
篇
』
に
よ
名
。
と
。
映
の
意
味
で
鍼
で
縫
っ
だ

も
の
ヽ
則
ち
織
っ
た
１
の
で
は
な
町
宋
本
晋
篇
』
（
乖
存
堂

本
）
’
に
は
緯
か
前
後
二
字
あ
っ
て
、
前
に
存
く
後
に
の
み
見
え

て
ゐ
る
が
。
こ
れ
は
宋
代
に
’
追
補
さ
奥
た
も
の
ら
し
い
。

‘

以
上
述
べ
た
や
う
祗
、
宋
の
頃
で
は
刻
ノ
克
、
剌
、
剋
ブ
ど

の
字
ｊ
ｔ
も
よ
か
っ
。
た
。
ら
し
ダ
『
貧
胆
編
旨
著
者
が
刻
の
字
を

本
義
で
あ
る
ぞ
う
に
論
じ
て
ゐ
る
の
は
’
　
４
ｉ
そ
ら
く
憶
断
に
よ

る
も
。
０
と
鳶
も
ふ
。
ヽ

　
　

日
本
で
は
穀
子
と
刻
絲
の
音
両
雙
ら
な
い
が
、
支
願
で
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　

～

　
　
　
　

”

　
　
　

・

し
も
同
じ
で
あ
る
と
は
云
へ
た
い
。
し
か
し
こ
‘
の
二
つ
の
語
は

’
同
じ
で
た
い
に
し
て
も
い
ご
く
近
似
の
音
で
あ
る
と
鳶
も
ふ
。
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２２２

慧
琳
の
『
一
切
純
音
義
』
に
、
穀
は
洪
締
反
、
或
胡
木
反
と
見

え
、
子
は
『
廣
韻
』
で
は
。
組
似
切
で
あ
る
。
刻
、
刈
克
は
と

も
に
『
集
韻
』
に
よ
る
と
、
乞
得
切
で
、
絲
は
新
茲
切
で
あ
る
。

同
音
で
な
い
に
し
て
も
近
似
音
で
あ
る
。
そ
れ
旋
、
私
は
穀
子

の
音
か
ら
刻
絲
、
克
祭
に
轄
じ
た
の
で
あ
ら
う
か
と
'
　
ｍ
人
考

へ
な
が
ら
解
稼
し
て
ゐ
る
０
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
穀
と
い
ふ
織
物
０
こ
と
で
あ
る
。
ら
倭
名
類
聚
抄
』
に

は
古
女
の
和
訓
が
つ
け
て
あ
る
。
慧
琳
０
『
一
。
切
経
音
義
』
巻

四
十
五
に
ば
、
羅
穀
を
注
し
’
て
、
「
羅
に
似
て
疎
、
紗
に
似
て

密
な
る
者
な
り
」
と
あ
る
。
明
ら
か
に
蕗
地
の
織
物
で
あ
名
。

羅
は
網
目
状
に
織
ら
れ
、
菱
文
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
結

と
は
織
物
的
に
ち
が
ふ
。
紗
は
方
目
の
疎
く
透
け
た
も
の
で
、
。

穀
は
羅
と
紗
の
中
間
の
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
が
、
い
ま

ぼ
絶
え
て
傅
は
つ
て
ゐ
な
い
。
穀
は
紗
の
緯
絲
と
緯
絲
の
間
に

な
ほ
Ｉ
越
織
り
込
め
る
や
う
に
工
夫
し
た
も
９
と
鳶
も
ふ
。
ち

や
う
ど
健
陀
穀
子
の
恥
と
Ⅶ
に
緩
色
有
文
’
の
薄
物
が
補
縫
さ

れ
て
ゐ
る
-
ｆ
３
こ
れ
が
正
に
営
る
も
の
で
あ
ら
う
。

門
こ
の
袈
裟
は
健
陀
穀
子
と
い
ふ
か
ら
穀
を
綴
ち
た
も
ｏ
と

云
へ
る
か
１
知
れ
な
い
が
、
穀
は
薄
地
の
絹
織
物
で
、
穀
と
綴

錦
と
は
全
く
ち
が
っ
た
織
物
で
あ
る
。
ち
や
う
ど
穀
と
穀
子
と

の
開
係
は
。
薄
物
の
羅
や
紗
と
、
薄
物
で
な
い
毛
織
物
の
羅
紗

と
が
文
字
を
灸
な
じ
う
し
て
織
物
が
全
く
違
ふ
に
似
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　

近
世
振
子
と
か
綸
子
と
か
、
織
物
０
名
将
に
子
の
字
が
用
ひ

ら
れ
て
ゐ
る
が
。
唐
代
で
ぱ
ま
だ
こ
の
例
を
み
た
い
や
う
で
あ

る
。

　

前
に
述
べ
た
や
う
に
、
綴
錦
は
漢
代
の
昔
か
ら
西
域
ｏ
技
術

的
感
化
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
「
西
域
傅
」
に
記
す

や
う
に
、
引
績
い
て
こ
の
種
の
織
物
が
輸
入
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し

い
か
ら
、
銀
子
は
む
し
ろ
西
域
の
こ
と
ば
を
昔
寫
し
た
の
で
な

い
か
と
、
私
は
考
へ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
織
物
の
穀
と
は
開
係
が

た
い
と
解
す
る
ｏ
で
怖
る
。

　

こ
の
健
陀
穀
子
の
穀
子
の
語
を
綴
錦
ｏ
こ
と
と
解
す
れ
ば
、

『
弘
法
大
師
御
傅
』
巻
下
に
開
成
四
年
正
月
三
日
、
青
龍
寺
の

義
具
等
か
ら
賓
息
等
へ
法
具
羅
綾
等
を
噌
っ
た
回
章
中
に
あ
る

「
自
穀
子
二
疋
」
、
ま
た
明
の
顧
起
元
０
　
『
客
座
贅
語
』
に
唐
の

諸
州
の
綾
羅
物
産
を
畢
げ
た
中
に
あ
る
荊
州
の
穀
子
は
、
や
眸

り
綴
錦
と
解
す
べ
き
で
、
唐
代
で
は
一
般
に
綴
錦
の
こ
と
を
穀

子
と
云
っ
た
？
で
は
な
い
か
と
思
へ
る
。

゛
何
も
弘
法
大
師
が
徨
０
者
を
困
ら
せ
る
鴬
に
、
わ
ざ
わ
ざ
難
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解
趾
穀
子
０
語
を
選
ぼ
れ
た
の
で
は
な
い
と
お
も
ふ
。

　

大
師
は
健
陀
穀
予
０
外
に
も
う
、
一
つ
綴
錦
の
袈
裟
を
所
持
１
　
　

　

て
ゐ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
’
『
御
傅
』
０
巻
下
に
承
和
四
年
四
月

　

六
降
【
、
『
賓
恵
等
が
青
龍
寺
へ
贈
ら
れ
た
も
０
の
中
に
、
金
緯
梢

　

袈
裟
一
具
と
あ
る
。
金
緯
は
金
排
、
－
即
ち
金
絲
を
用
ひ
た
も
ｏ
ｊ

　

で
あ
る
。
正
倉
院
や
法
隆
寺
の
上
代
裂
を
通
梵
す
る
の
に
ノ
金

　

絲
を
用
ひ
た
も
の
は
綴
錦
や
刺
繍
、
。
紐
等
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

錦
に
は
見
営
ら
な
い
。
し
か
も
。
綴
錦
の
営
彦
曼
荼
羅
に
は
全

　

叢
に
金
絲
が
織
込
ん
で
あ
る
。
そ
れ
で
大
師
０
金
緯
０
　
梢
■
｡
ｓ
>
恐

　

ら
く
健
陀
穀
子
と
同
じ
そ
う
に
綴
錦
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
ｔ

　

れ
る
。

　
　

唐
代
で
は
朝
廷
下
賜
の
梢
袈
裟
に
綴
錦
的
な
も
の
が
少
く
な

　

い
。
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傅
』
巻
七
に
も
、
高
宗
か
ら
鍼
線

　

の
出
入
す
る
所
を
知
ら
た
い
梢
袈
裟
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
み

　

■
＊
(
!

’
　
ｉ
r
ｉ
４
ｉ
同
書
に
は
巡
１
　
ｙ
慧
宜
の
土
法
師
も
。
梁
の
武
帝
か

・
ら
先
師
が
賜
っ
た
と
同
様
０
袈
裟
を
着
て
ゐ
た
と
記
し
て
ゐ

　

る
。
鍼
線
の
出
入
な
し
ど
い
ふ
納
袈
裟
と
は
、
ま
さ
し
く
正
倉

　

院
の
織
成
樹
皮
色
風
の
も
０
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。
、

　
　

然
る
に
健
陀
穀
子
は
ど
れ
と
や
や
趣
を
異
に
し
て
、
恰
も
鍼

‘
麟
０
出
入
の
一
'
＆
^
Ｑ
＾
'
う
に
造
ら
れ
た
も
０
で
必
る
。
提
術
的
に
ヽ

　

は
Ｉ
歩
進
ん
だ
も
０
と
云
へ
る
が
、
そ
０
荘
麗
と
･
５
４
こ
と
か

　

ら
か
へ
・
ば
‥
金
緯
心
納
袈
裟
が
は
。
る
か
に
立
派
な
も
０
で
あ
つ

　

■
″

　

’

　
　
　

－

　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
ｉ

　

た
に
相
違
た
い
。
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
律
の
規
定
に
は
な
い
か

　

も
知
れ
ぬ
が
、
盛
徳
の
法
師
の
故
に
許
容
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら

　

う
。
健
陀
穀
子
の
如
き
も
、
悳
果
和
恂
が
代
宗
と
か
徳
宗
か

　

ら
勅
賜
さ
れ
た
も
･
Ｑ
ｈ
ｊ
思
は
れ
。
る
が
、
。
『
小
野
纂
要
』
ヽ
の
云
ふ
Ｉ

　

や
う
な
、
。
月
支
國
か
ら
篠
っ
た
三
國
傅
床
の
も
の
で
は
あ
る
ま

’
ｔ
そ
れ
は
そ
の
製
ヽ
ふ
の
彩
が
た
し
ふ
に
物
１
　
つ
ざ
ゐ
る
○

　

で
あ
る
。

　
　

そ
れ
で
は
健
陀
穀
子
の
穀
子
の
語
は
我
１
　
ゼ
は
ど
０
や
う
に

　

解
憚
さ
れ
て
ゐ
た
か
。
南
北
朝
頃
の
果
賓
檜
都
の
撰
に
な
る
有

　

名
な
『
東
賓
記
』
に
は
。
「
穀
子
は
絹
名
也
。
羅
穀
と
い
ふ
が
如

　

一
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

χ

　
　
　
　

―

　

―

　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

・
し
。
今
富
寺
に
納
む
る
所
は
柄
袈
裟
也
。
｀
」
と
あ
る
。
惰
都
は

　

『
請
来
目
録
』
の
記
載
と
護
持
の
袈
裟
と
が
合
は
な
。
い
こ
ゐ
に
些

　

か
不
審
を
抱
い
７
ゐ
ｓ
や
う
ｔ
あ
る
弧
穀
子
の
御
袈
裟
ば
決

　

し
て
薄
物
で
あ
っ
て
は
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

　

’

　
　

ま
た
源
平
雫
乱
の
渦
中
に
記
録
さ
れ
た
賢
清
０
『
養
和
二
年

｀
後
七
m
御
修
法
記
』
に
は
「
尋
常
に
似
ず
責
に
希
代
の
物
也
」
と
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ｉ

い
ふ
て
ゐ
る
。
富
代
の
宇
書
類
に
織
成
と
か
刻
絲
の
語
は
見
富

ら
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
か
ら
漸
次
文
献
上
に
姿
を
表
は
し
て
来

る
綴
錦
の
富
津
曼
荼
羅
も
ご
単
に
「
織
佛
」
と
い
ふ
語
を
以
て
表

は
さ
れ
て
ゐ
る
。
織
方
と
か
地
質
と
か
に
就
い
て
は
殆
ん
ど
具

値
的
な
記
載
を
訣
き
、
全
く
４
　
秘
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ

て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
を
れ
故
、
我
國
中
世
で
は
綴
錦
の
造
ら

れ
た
澄
韻
が
た
い
。
む
し
ろ
造
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

ド

　

噪
賃
借
都
０
『
巣
窟

挙
。
東
寺
傅
承
の
御
袈
裟
に
一
沫
の
不
審
を
抱
い
て
ゐ
る
に
拘

ら
ず
、
。
御
袈
裟
は
敢
然
と
し
て
一
千
百
年
の
間
相
承
護
持
さ
れ

て
ゐ
る
事
賓
を
直
脱
す
る
時
ま
と
と
に
大
師
遺
徳
の
廣
大
深
遠

を
身
に
し
み
じ
み
と
深
く
感
す
る
。
い
ま
こ
０
御
袈
裟
の
田
相

部
は
断
爛
し
、
残
訣
し
だ
状
態
に
あ
る
が
、
正
し
く
恵
果
阿
闇

梨
が
付
法
０
印
信
と
Ｌ
ｙ
て
、
弘
法
大
師
に
授
け
ら
れ
た
常
時
の

も
０
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　

’

　

附
屡
０
横
被
は
『
養
和
二
年
御
修
法
記
』
ｌ
に
緋
色
の
大
蓮
唐

草
の
唐
綾
で
珍
重
な
も
ひ
教
建
べ
て
ゐ
る
。
私
の
秤
見
し
た
處

で
は
、
『
御
修
法
記
』
の
記
声
忙
よ
く
一
致
し
て
ゐ
る
。
い
ま
の

赤
味
刳
か
っ
た
茶
色
は
、
も
と
緋
色
で
あ
っ
た
も
の
ら
し
Ｍ

そ
の
模
様
を
織
り
出
し
尭
技
法
や
組
織
、
荘
重
な
羽
釣
の
調
子

な
ど
は
正
倉
院
の
古
裂
と
全
く
軌
を
一
に
。
じ
た
も
の
で
、
大
師

時
代
の
も
の
と
考
へ
て
差
支
へ
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
幅
は
一

尺
八
寸
診
の
も
の
を
牛
截
し
て
糧
ぎ
合
じ
て
ゐ
る
が
、
全
幅
一

模
様
の
雄
大
な
も
の
で
あ
る
。

‘
條
葉
や
裏
な
ど
は
後
の
修
補
で
あ
っ
て
、
『
東
賞
記
』
に
よ
る

と
仁
治
二
年
三
月
十
七
日
か
ら
四
月
十
日
迄
の
間
と
、
徳
治
三

年
に
修
補
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

呆
賓
の
同
記
に
よ
る
と
、
後
醐
肺
天
皇
の
嘉
暦
四
年
六
月
廿

五
日
、
東
寺
の
賞
芦
に
群
盗
が
乱
入
し
た
こ
と
が
あ
る
。
御
袈

裟
の
裏
絹
の
み
を
剥
取
っ
て
も
ち
去
り
、
表
の
田
相
部
は
他
Ｏ

重
賞
と
共
に
寺
逡
で
見
出
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
現
在

の
牡
丹
唐
草
の
文
様
あ
る
唐
綾
の
裏
吠
群
盗
乱
入
直
後
の
修

補
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
籐
及
び
條
葉
は
裏
と
同
時
？

の
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
群
盗
が
裏
を
剥
ぎ
取
っ
た
と
い
。
ふ

こ
と
で
あ
れ
ば
、
常
時
裏
地
群
修
理
が
で
き
て
ゐ
て
盗
賊
の
欲

し
が
る
や
う
な
も
０
、
則
ち
金
品
に
代
へ
得
る
新
し
さ
の
も
の

で
あ
っ
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
御
袈
裟
砿
相
常
根
本

的
だ
修
理
が
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
も
む
と
推
想
吝
れ
る
。
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．
御
袈
裟
の
最
下
層
ｐ
紫
綾
（
地
、
ヽ
紋
共
六
枚
綾
）
。
は
、
こ
０
１

嘉
暦
の
鋳
０
循
の
ら
し
’
Ｍ
四
に
織
幅
は
一
尺
五
寸
で
あ
る
。

‘

　
　
　

『

　
　
　
　

１

　
　

ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

そ
の
上
に
１
　
れ
ら
れ
た
餓
目
の
見
え
る
生
０
薄
地
白
絹
も
、
同
・

幅
で
あ
る
故
に
そ
の
時
０
も
０
と
推
定
さ
れ
る
・
町
　
　
一
こ
の
裏

地
の
紫
綾
の
用
絲
は
極
。
め
て
扁
平
と
な
っ
て
ゐ
る
。
ご
れ
は
生

絲
で
織
っ
穴
綾
絹
を
、
棒
等
に
巻
い
て
槌
で
打
っ
た
所
謂
祷

練
を
施
し
た
Ｉ
も
０
で
。
光
滓
と
柔
ら
か
さ
を
出
し
た
も
。
の
で
あ

る
。
昭
和
十
八
年
秋
、
奈
良
帝
室
博
物
館
に
出
陳
さ
れ
て
ゐ
た

南
山
大
師
と
鑑
箕
和
倚
の
雨
像
の
表
装
に
用
ひ
ら
れ
た
綾
は
、

こ
０
種
の
裂
で
、
南
北
朝
の
庶
安
五
年
の
讃
が
あ
る
。
そ
れ
故

嘉
暦
の
修
理
と
考
へ
て
間
違
は
あ
る
ま
い
。
『
東
賓
記
』
に
見
え

る
盗
賊
０
記
事
も
事
賓
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

‘

／
田
相
の
綴
錦
の
直
下
に
あ
る
自
地
練
絹
は
、
處
々
綴
錦
袈
糊
・

付
き
れ
、
或
は
綴
錦
の
位
置
を
示
す
た
め
、
隅
に
仕
立
の
際
Ｏ

墨
打
が
あ
I
＝
K
　
　
　
ｉ
ｔ
ｉ
た
奈
良
時
代
の
維
。
絹
の
や
う
に
経
緯
密
度

が
殆
ん
ど
同
数
で
あ
る
。
田
相
の
綴
錦
と
共
’
に
根
本
の
も
の
と

考
へ
て
良
か
ら
I
°
　
ｉ
'
Ｊ
　
･

～
御
袈
裟
を
形
成
す
。
＆
五
暦
の
う
ち
、
中
層
の
白
地
６
．
薄
絹

　
　

’
憾
↓
『
．
ｊ

　

玉
り
０
強
撚
七
篠
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種

　
　
　
　

ｊ
１

　
　
　
　

上

｀
。‘

　
　

の
４
　
撒
包
一
員
裂
冲
に
も
あ
る
。
唐
代
以
前
声
ら
０
　
織
物
と
。

考
へ
て
差
支
へ
、
な
い
・
‐
『
倭
名
類
聚
抄
』
が
「
絨
」
べ
則
ち
之
″
。

良
岐
」
占
訓
し
て
ゐ
る
も
０
に
雷
る
。
第
二
１
　
の
絹
と
こ
の
第

三
謄
の
強
撚
の
怖
絹
と
の
幅
は
、
雨
者
共
同
幅
で
あ
つ
た
か
、

自
分
の
。
・
手
記
が
不
尤
分
で
あ
る
た
め
わ
か
ら
た
い
。

　

縁
及
び
條
葉
は
朔
１
　
と
輪
賞
０
紋
様
０
　
’
あ
る
紫
の
綾
（
地
は

三
枚
綾
、
紋
は
六
枚
綾
）
で
あ
る
。
生
の
’
ま
ま
で
、
祷
練
さ
れ

た
跡
が
た
い
。
Ｉ
（
Ｕ
糟
圖
版
）
と
の
縁
や
條
葉
の
下
に
有
文
の

青
綾
（
地
・
紋
共
に
四
枚
綾
）
斜
１
　
々
に
芯
の
や
う
に
し
ｔ
縫

込
ま
れ
て
ゐ
る
。
絹
風
は
紫
綾
の
縁
、
條
葉
に
近
い
が
祷
練
の

跡
が
多
少
窺
は
れ
る
。
健
陀
穀
子
袈
裟
拝
観
後
、
昭
和
十
八
年

八
月
二
日
、
高
尾
帥
護
寺
蔵
「
金
字
一
切
経
」
の
経
映
を
川

島
織
物
研
究
所
に
よ
っ
て
調
査
し
た
が
、
そ
の
継
続
０
裏
に

使
用
さ
れ
て
ゐ
る
緑
色
の
綾
（
地
・
文
共
四
枚
綾
）
は
、
十

一
種
の
文
様
が
あ
り
、
こ
０
青
綾
に
よ
く
似
て
ゐ
た
。
紅
教

の
方
は
、
毀
損
部
か
ら
窺
は
れ
る
竹
０
副
骨
部
に
、
久
安
五

年
の
墨
書
が
一
再
な
ら
す
見
出
さ
ｔ
た
が
正
倉
院
裂
の
・
華
文

風
の
文
様
で
は
た
く
、
ま
た
裏
地
紫
綾
と
も
多
少
趣
が
異
っ
て

ゐ
る
。

　

『
養
和
二
年
御
修
法
記
』
に
袈
裟
’
と
横
被
の
甲
『
。
並
び
に
裏
は
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紫
の
唐
綾
と
あ
る
０
み
で
、
模
様
な
ど
の
記
載
は
な
い
が
、
色

は
合
っ
で
ゐ
る
。
『
御
修
法
記
』
に
は
根
本
０
も
の
に
非
ざ
る
か

と
疑
っ
て
ゐ
る
。

　

『
車
賓
記
』
に
は
仁
治
及
び
徳
治
０
修
理
が
記
載
さ
れ
て
ゐ

る
の
み
で
、
養
和
以
前
の
修
理
０
記
載
察
た
い
。
大
賀
博
士
Ｏ

研
究
さ
れ
た
處
に
つ
い
て
み
て
気
。
や
は
り
確
か
た
修
理
記
録

と
か
も
は
れ
る
も
の
は
な
い
。
仁
治
及
び
徳
治
の
修
理
０
時
に

爺
、
條
葉
、
裏
等
が
取
換
へ
ら
れ
た
か
、
養
和
以
前
に
既
に
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

Ｉ
Ｉ
♂
１

換
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
、
記
録
の
上
で
は
判
然
し
な
い
。
『
御
修

法
記
』
に
甲
、
並
び
に
裏
を
根
本
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
と
疑

っ
て
ゐ
る
こ
と
と
。
綾
０
文
様
や
織
風
か
ら
推
し
て
養
和
以
前

の
綾
と
す
る
の
が
安
営
の
や
う
に
考
へ
る
も
９
で
あ
る
。

　

修
理
の
補
縫
も
何
回
と
た
く
施
さ
れ
て
ゐ
て
、
複
雑
を
極
め

て
ゐ
る
た
め
い

　

一
部
に
つ
い
て
の
み
見
た
の
で
あ
っ
た
が
、
穀

子
と
第
二
珊
の
練
絹
と
が
縫
綴
ら
れ
、
第
三
暦
の
絨
に
は
無
間

。
係
と
見
え
た
。
ま
た
こ
の
二
者
と
と
も
に
前
述
の
緑
色
の
穀
と

名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
縫
綴
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
緑
穀
は
。
相

営
に
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
絨
は
後
か
ら
芯
と
し

て
補
は
れ
瓦
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
’
そ
の
ほ
か
拓

の
部
に
各
種
の
小
裂
左

在
の
健
陀
穀
子
袈
裟
は
恵
果
以
来
の
根
本
０
も
０
に
、
養
和
以

前
の
も
の
と
嘉
暦
の
も
の
と
の
三
つ
の
も
心
か
ら
成
っ
て
ゐ
る

と
考
へ
ら
れ
る
。

　

か
く
健
陀
遊
子
袈
裟
の
田
相
部
は
大
師
請
来
の
根
本
０
も
Ｏ

七
あ
り
、
横
被
も
『
請
来
目
録
』
に
明
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
唐

代
の
も
の
。
縁
及
び
條
葉
は
『
養
和
二
年
御
修
法
記
』
に
。
記
載
さ

れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
裏
は
嘉
暦
に
成
っ
た
も
の
ら
し
い
。

　

私
は
一
技
術
者
で
、
歴
史
の
方
面
に
は
暗
い
が
、
織
物
０
上

か
ら
観
る
と
健
陀
穀
子
の
袈
裟
は
『
請
来
目
録
』
通
り
の
も
の

に
相
営
し
、
恵
１
　
阿
閣
梨
か
ら
付
法
０
印
信
と
し
て
授
け
ら
れ

た
も
の
が
そ
の
根
本
を
な
し
て
ゐ
る
と
み
ら
れ
る
。
い
ま
、
い

づ
れ
も
國
賓
０
海
賦
文
蒔
糟
箱
に
納
め
ら
れ
、
大
師
開
基
の
東

寺
に
相
承
護
持
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
肯
た
る
か
た
で
あ
る
。

　

い
ま
欄
筆
に
あ
た
り
、
こ
の
貴
い
秘
賓
の
拝
観
を
差
許
さ
れ

た
東
寺
の
常
局
、
ま
た
そ
０
研
究
に
助
援
を
具
へ
ら
れ
た
大
賀

一
郎
庫
士
及
び
川
島
織
物
研
究
所
々
長
川
島
甚
兵
衛
氏
、
並
び

に
同
所
々
員
諸
兄
に
深
厚
た
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　

逍
記

　

本
稿
は
昭
和
十
八
年
六
月
十
五
日
京
都
専
門
學
校
講
堂
で
も

　

よ
ほ
さ
れ
た
弘
法
大
師
誕
生
紀
念
講
演
會
の
講
演
「
刻
絲
穀
子
綴
錦
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に
就
て
」
ｅ
速
記
を
基
と
１
　
、
そ
の
後
の
考
へ
を
箆
飯
し
た
も
Ｉ
の
で

あ
る
。
同
日
の
ｎ
演
で
’
は
、
な
ほ
理
學
博
士
大
賀
一
郎
氏
の
「
弘
法

大
師
御
請
床
健
陀
穀
子
袈
裟
ヒ
つ
い
て
」
と
上
村
六
郎
氏
の
「
木
蘭

色
に
就
て
」
の
ニ
速
記
嫁
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

』
ｊ

　
　
　

穀
子
・
刻
絲
・
轍
絲
等
の
Ｉ
使
用
例

穀
子

　
　
　
　
　
　

。

　

゛

　
　
　

・

　

請
来
目
録

　
　

窓
海
磐
（
日
本
）

　

大
同
元
年
十
月
廿
三
日
上
表

弘
法
大
師
御
傅
所
牧
義
翼
等
回
章
（
唐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
成
四
年
閔
正
耳
三
日

　

客
座
贅
語

　
　

（
明
）

　

唐
代
記
録
ミ
リ
抄
録
ヵ

刻

　

絲

　

校
資
治
通
鑑
長
編
巻
六
十
一

　
　

李
壽
｛
撰
（
宋
）
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
徳
二
年
十
一
月
已
卯
ノ
條

’
契
丹
國
志
省
二
十
一

　
　

葉
隆
糖
撰
（
宋
）
右
ノ
ー
ト
同
年
カ

　

東
軒
筆
録

　

魏
泰
捉
（
宋
）
暫
宗
元
結
中
応
；

　

鶏
肋
編

　
　

荘
緯
撰
（
宋
）
紹
興
三
年
二
月
五
日
自
序

剋

　

絲

/´

　

參
天
台
五
斎
町
記

刺

　

絲

　
　
　
　

・
‐

　

松
湊
紀
聞

　
　

洙

成
尋
碑
（
日
本
）

　

煕
寧
六
年
一
万
一
日

　

松
湊
紀
聞

　
　

洪
皓
撰
（
宋
）

　
　

ド

　
　
　
　
　

天
春
二
年
ヨ
リ
皇
統
二
年
間
ｉ
一
於
ケ
ル
燕
山
ノ
・
見
聞

　

游
官
紀
聞

　
　

張
世
南
撰
（
南
宋
）
紹
定
五
年
趾

夢
梁
録
／

　

災
自
牧
撰
（
南
宋
）

克

　

絲

　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　

。

　

遼
史
儀
衛
志
二

　
　

脱
々
等
勅
撰
（
元
）

　

斉
東
野
瞰

　

゛
周
密
撰
（
市
宋
）

　

至
元
廿
八
年
辛
卯
序

　

報
耕
録

　

陶
久
成
撰
（
元
）
至
声
廿
六
年
序

糾
（
織
緯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　

士

　

、

　

唐
’
韻

　

・
孫
憎
等
奉
勅
撰
（
唐
）

　

天
賓
十
吽
序

　

大
宋
重
修
廣
韻

　

。
陳
彭
年
奉
勅
撰
（
宋
）

　
　

。

　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
中
郡
符
四
年
十
一
月
十
五
ぽ
序

　

大
廣
盆
會
玉
篇

　
　

同

　
　
　

に
（
宋
）

　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
中
詳
符
六
年
九
月
廿
八
。
日
牒

緯
絲

　

名
義
考

　

‐
周
所
撰
（
明
）
萬
暦
十
一
年
八
月
序
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