
教
行
信
謹
（
坂
東
本
）
に
つ
い
て
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【
要
旨
】
　
教
行
信
証
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
は
、
信
巻
携
撰
説
を
め
ぐ
る
構
成
の
面
と
、
元
仁
元
年
を
中
心
と
す
る
著
述
年
次
の
面
に
、
関
心
を
集
中

し
て
い
る
が
、
双
方
と
も
論
は
坂
東
本
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
の
研
究
が
要
望
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
交
は
、
著
養
が
こ
の
二
年
閥
、
坂

東
本
に
つ
い
て
直
接
調
査
し
た
絃
果
を
纏
め
た
も
の
で
あ
り
、
書
誌
学
的
研
究
に
属
す
る
が
、
そ
れ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
運
行
僧
証
の
構
成
や
著

葦
次
ξ
い
て
の
論
議
に
関
係
す
る
の
で
、
思
楚
特
集
の
　
ち
に
含
め
て
毒
す
登
、
と
に
し
た
．
論
文
の
蔑
を
要
約
し
て
云
え
ば
、
坂
架
の
、
£

ち
に
は
、
当
初
に
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
個
所
と
、
後
に
書
霞
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
い
ま
ま
で
の
研
究
で
は
こ
れ
を
区
別
せ
ず
に
同
じ
に
取
級
っ
て
き
た
が
、
　

原
本
に
つ
い
て
そ
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
醜
行
藷
の
研
究
に
新
し
い
葱
を
開
，
言
と
す
る
も
の
で
あ
・
の
。
　
　
　
皿

　
大
谷
大
学
め
故
山
田
文
昭
氏
が
大
正
三
年
四
月
号
の
無
尽
燈
に
発

表
し
た
準
行
信
証
の
御
草
本
に
就
て
と
云
う
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
、

現
在
東
本
願
寺
所
蔵
の
教
行
信
証
（
坂
東
本
）
を
親
心
自
筆
の
草
稿

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

本
と
す
る
説
は
故
辻
善
之
助
博
士
が
こ
れ
を
承
認
し
て
以
来
、
　
一
般

に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
著
作
年
次
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
以
来
、
化

身
土
本
巻
に
見
え
て
い
る
元
仁
元
年
を
以
っ
て
、
そ
れ
に
充
て
る
説

が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
始
め
て
疑
惑
を
抱
い
た
の
は
、
輿
上

の
親
仁
の
著
者
故
中
沢
見
明
氏
で
あ
っ
た
。
車
駕
氏
に
よ
る
と
、
教

行
僑
証
は
、
親
擢
が
関
東
か
ら
帰
洛
し
た
後
に
撰
述
さ
れ
た
竜
の
と

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
中
沢
疑
は
、
高
矯
専
修
寺
所
蔵
，

の
親
鷺
自
筆
の
見
聞
集
が
、
・
文
暦
二
年
す
な
わ
ち
親
鷺
六
十
三
歳
以

後
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る
の
に
、
そ
れ
に
書
抜
か
れ
て
い
る
五
会
法
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事
讃
が
教
行
信
証
に
3
1
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
見
聞
集
が
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

写
さ
れ
た
後
に
、
飛
行
信
証
が
著
わ
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
親
搬
が

関
東
か
ら
京
都
に
帰
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
い
が
、
一
般

に
文
暦
。
嘉
禎
、
親
鷺
六
十
三
四
歳
頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
見
聞

集
の
書
写
の
推
定
蒔
期
と
略
】
致
し
て
い
る
。
　
一
方
、
硯
在
の
史
料

で
知
ら
れ
る
薄
行
信
証
の
一
番
早
い
書
写
は
寛
元
五
年
、
極
細
七
十

　
　
　
　
　
　
④

五
歳
の
時
ぞ
あ
る
。
細
動
は
そ
の
後
、
和
讃
を
始
め
と
し
て
、
多
数

の
聖
教
の
著
述
、
　
書
写
を
行
い
、
　
死
の
間
近
く
ま
で
や
め
な
か
っ

た
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
親
鷺
は
六
十
三
四
歳
位
頃
に
関

東
か
ら
京
都
に
帰
っ
て
、
教
行
信
証
の
前
述
に
従
事
し
、
七
十
五
歳

ま
で
に
一
応
修
了
し
た
と
考
え
る
の
は
、
首
肯
さ
れ
る
考
で
あ
る
。

中
沢
説
が
発
表
さ
れ
た
当
時
は
反
対
説
が
強
か
っ
た
が
、
最
近
で
は

申
沢
説
を
と
る
学
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
帰
洛
後
撰
述
説

に
と
っ
て
の
障
碍
は
、
や
は
り
化
身
土
塗
の
「
元
仁
元
年
」
で
あ
っ

て
、
親
轡
…
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
年
号
を
化
身
土
塗
に
書
入

れ
た
の
か
、
そ
の
説
明
が
つ
か
な
・
い
限
り
、
不
審
は
残
る
。
い
ま
ま

で
に
な
さ
れ
た
説
明
は
、
元
仁
元
年
が
親
鷺
の
末
娘
配
信
尼
が
生
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
年
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
外
に
．

は
、
元
仁
元
年
甲
申
は
仏
滅
年
代
が
壬
伸
と
勘
決
さ
れ
た
こ
と
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

連
し
て
引
用
さ
れ
た
と
す
る
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
龍

谷
大
単
の
宮
崎
円
遵
氏
の
説
明
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
氏
は
帰
洛

後
撰
述
説
を
と
り
つ
つ
、
化
身
土
巻
の
仏
滅
年
代
勘
決
の
条
は
元
仁

元
年
の
執
筆
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
元
仁
元
年
に
始
ま
っ
て
嘉
禄
三

年
に
激
し
く
な
り
、
文
暦
二
年
夏
は
鎌
倉
幕
府
も
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
朝
廷
の
専
修
念
仏
弾
圧
に
関
連
し
て
、
律
令
仏
教
に
対
す
る

批
判
と
し
て
、
親
鶯
が
著
述
し
始
め
た
の
が
教
行
信
証
で
あ
る
と
し

　
　
⑦

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
宮
崎
氏
の
説
に
対
し
て
は
熱
心
な
支
持
者
も
あ
る
が
、
そ
の
結
論

と
し
て
、
教
行
信
証
が
終
り
の
化
身
土
巻
の
一
節
か
ら
執
筆
さ
れ
始

め
て
、
次
第
に
前
説
が
箸
述
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
龍
谷
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
大
原
性
実
氏
が
反
対
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
変
身
僑
証
の
構
成

に
つ
い
て
の
見
解
に
存
す
る
の
ぞ
あ
り
、
氏
は
文
無
理
事
の
底
方
を

挙
げ
て
、
教
諭
信
証
が
「
顕
是
の
巻
た
る
前
五
巻
が
始
め
に
執
筆
せ

ら
れ
、
次
で
簡
非
の
巻
た
る
化
巻
に
及
ん
だ
」
と
す
る
自
説
の
論
拠

を
開
ら
か
に
し
て
い
る
。
大
原
氏
は
ま
た
帰
洛
後
撰
述
説
に
も
反
対

ぞ
あ
っ
て
、
い
ま
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
帰
洛
…
後
撰
述
説
を
一
々
そ
の

根
拠
に
つ
い
て
批
判
し
、
元
仁
元
年
終
稿
説
が
最
も
妥
当
な
説
だ
と

し
て
い
る
。
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⑩

　
信
巻
別
撰
説
を
発
達
し
て
、
真
｛
示
学
界
に
波
瀾
を
起
し
た
東
京
大

学
の
結
城
令
聞
氏
は
「
罵
言
を
含
ま
ぬ
教
行
証
文
類
が
一
往
元
仁
元

年
頃
に
出
来
上
っ
た
」
こ
と
を
主
張
し
、
儒
巻
は
葛
飾
が
帰
洛
後
に

編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
、
経
釈
の
引
用
が
濫
雑
で
あ
る
の
は
編
纂
の

後
闇
も
な
く
親
鷺
が
死
去
し
た
た
め
で
あ
る
と
、
親
心
の
玄
孫
に
当

　
　
　
　
　
　
⑪

る
言
承
の
顕
要
紗
を
引
用
し
て
、
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
六
要
紗
の

解
釈
は
帰
洛
後
撰
述
説
の
有
力
な
論
拠
で
あ
っ
た
が
、
結
城
氏
は

「
此
の
書
大
概
類
聚
の
後
」
の
此
の
書
を
教
行
信
…
証
全
体
に
か
け

ず
に
儒
巻
に
限
定
し
て
、
信
巻
轟
轟
と
云
う
新
し
い
説
を
展
開
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
反
対
の
説
が
強
く
、
車
行
信
証
は
当
初
か

ら
四
法
論
土
の
構
成
ぞ
あ
っ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
覚
が
解
釈
の
引
用
に
混
雑
が
あ
る
と
指
摘

し
、
再
治
し
な
い
う
ち
に
親
驚
が
死
表
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な

欠
陥
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
の
は
、
首
巻
に
つ
い
て
で
あ

る
と
結
城
氏
が
注
意
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
教
行
信
証
六
巻
の
う
ち

ぞ
、
信
…
巻
の
経
釈
の
引
用
が
他
の
諸
軍
に
比
べ
て
混
乱
の
多
い
こ
と

は
結
城
氏
の
云
う
と
お
り
で
あ
る
。
存
覚
が
一
面
に
元
仁
元
年
を
以

っ
て
教
行
信
証
の
完
成
の
時
期
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
竜
、
結

城
氏
の
説
の
と
お
り
で
あ
る
。
従
っ
て
電
位
鍾
を
論
拠
と
し
て
、
晩

年
撰
述
説
を
主
張
す
る
の
は
、
妥
当
と
は
云
え
な
い
。

　
し
か
し
結
城
氏
の
別
撰
説
は
軸
重
紗
だ
け
が
根
拠
で
は
な
く
、
本

来
儒
巻
に
含
ま
れ
る
は
ず
の
も
の
が
行
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
事
実

が
論
拠
と
な
っ
て
お
9
、
学
史
的
な
背
景
と
し
て
は
、
古
来
顕
著
な

対
立
を
示
し
て
い
る
能
行
所
行
両
派
の
解
釈
の
相
違
が
基
礎
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
龍
谷
大
学
の
大
江
淳
誠
氏
は
三
度
に
亙

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

つ
て
反
対
説
を
発
表
し
、
結
城
氏
も
そ
れ
に
答
え
た
。

　
両
氏
の
論
争
は
、
教
行
信
証
の
構
成
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
が

中
心
で
あ
る
だ
け
に
、
真
｛
示
学
の
素
養
の
な
い
者
に
は
当
否
の
判
断

は
困
難
で
あ
る
が
、
東
京
大
学
の
花
虫
信
勝
氏
が
、
管
巻
別
辞
説
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

連
し
て
発
表
し
た
教
行
信
証
論
放
の
塞
盤
に
つ
い
て
と
云
う
論
文
に

は
、
坂
束
本
に
よ
っ
て
機
根
説
の
当
否
を
検
討
し
た
部
分
が
あ
っ
て

注
図
さ
れ
る
。
花
山
氏
の
説
は
次
の
と
お
り
ぞ
あ
る
。
坂
東
本
の
半

巻
以
外
の
諸
巻
の
巻
首
と
、
信
巻
筆
序
の
始
め
に
「
愚
禿
釈
親
欝
集
」

の
撰
号
が
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
素
行
僑
証
が
元
仁
元
年
と
改
元
さ

れ
て
か
ら
年
末
ま
で
の
僅
か
四
十
日
問
に
一
気
に
書
上
げ
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
で
な
い
こ
と
の
有
力
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
、
結
城
氏
は
手
巻
壁
梁

の
後
に
内
題
は
す
べ
て
書
直
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
坂
東
本
の
真

仏
土
・
化
身
土
両
巻
の
内
題
は
草
稿
の
ま
ま
で
あ
り
、
「
顕
爵
仏
土
文

42　（4－82）
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類
五
」
「
顕
化
身
土
管
類
六
」
に
示
さ
れ
て
い
る
「
五
」
「
六
」
を
書
直

し
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
坂
東
本
に
は
草
稿
の
ま
ま
の
部

分
と
清
書
さ
れ
た
部
分
が
混
在
し
て
い
る
が
、
草
稿
の
ま
ま
の
部
分

に
、
結
城
氏
が
蟻
巻
別
撰
後
に
加
筆
し
た
と
推
定
し
て
い
る
も
の
が

収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
信
皇
別
撰
説
は
成
立
し
得
な
い
と

し
て
い
る
。
花
山
氏
の
指
摘
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
重
要
に
な
っ
て
来
た
こ
と
は
、
坂
東
本
の
ど
の
部
分
が
草
稿

の
ま
ま
で
あ
り
ど
の
部
分
が
書
改
め
て
あ
る
か
と
云
う
こ
と
ぞ
あ
る
。

　
坂
東
本
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
坂
藍
本
の
コ
ロ
タ
イ
プ
版
が
出
版

さ
れ
て
か
ら
次
第
に
注
意
さ
れ
て
お
り
、
字
訓
や
識
号
な
ど
の
冠
註

は
、
親
灘
が
坂
東
本
を
書
上
げ
た
後
に
書
入
れ
ら
れ
た
と
認
め
る
こ

と
に
、
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
坂
東
本
の
本
文
に
つ
い
て
、
草
稿

と
清
書
を
区
別
し
た
の
は
故
藤
田
海
歯
固
が
始
め
で
あ
り
、
昭
和
十

九
年
に
発
刊
さ
れ
た
日
本
仏
学
論
叢
第
一
掲
載
の
教
行
信
証
の
真
蹟

本
に
つ
い
て
と
云
う
論
文
で
、
こ
れ
を
発
表
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、

一
頁
・
本
文
八
行
の
部
分
は
草
稿
の
ま
ま
で
あ
り
、
七
行
書
き
の
部
分

は
書
直
し
と
認
め
ら
れ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
そ
の
説
を

発
表
す
る
に
当
っ
て
、
貯
砂
が
坂
東
本
を
書
い
た
時
期
や
、
書
直
し

た
臨
吋
期
成
に
つ
い
て
は
、
　
㎝
明
瞭
山
な
酒
息
見
を
述
べ
“
な
か
っ
た
一
か
、
　
両
方
共

に
晩
年
と
老
え
た
こ
と
は
、
帰
洛
後
撰
述
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
推
察
さ
れ
る
。
藤
田
氏
の
研
究
で
早
ま
れ
る
こ
と
は
、
坂
東
本
の

研
究
が
コ
ロ
タ
イ
プ
阪
を
通
し
て
で
あ
り
、
原
本
を
直
接
に
砺
究
し

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
坂
東
本
の
実
態
研
究
を
意
図
し
、

前
入
が
誰
屯
考
え
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
到
り
な
が
ら
、
コ
ロ
タ
イ

プ
版
と
原
本
で
は
相
違
す
る
点
が
あ
る
た
め
に
、
研
究
に
行
届
か
な

い
点
を
生
じ
た
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
同
様
の
こ
と
は
龍
谷
大
学
の
小
規
貫
最
期
の
研
究
に
つ
い
て
も
云

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
川
氏
が
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
に
発
表

し
た
阪
東
本
喜
喜
僑
証
の
成
立
過
程
と
云
う
論
文
は
、
前
篇
阪
東
本

教
行
信
証
の
内
相
と
外
相
、
鑑
定
阪
東
本
に
お
け
る
筆
蹟
群
の
類
別
、

後
篇
阪
東
本
に
お
け
る
執
筆
時
の
考
証
の
三
篇
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

　
小
川
民
は
坂
東
本
の
装
丁
・
用
紙
。
表
題
・
袖
書
・
内
題
・
撰
号
・

奥
書
。
行
絡
・
註
記
。
闘
劃
。
關
字
な
ど
形
状
に
つ
い
て
綿
密
に
調

査
し
、
行
格
や
観
劃
に
つ
い
て
は
、
表
を
作
っ
て
、
説
明
し
て
い
る
。

筆
蹟
に
つ
い
て
は
、
藤
田
氏
と
同
じ
く
草
稿
と
書
直
し
の
部
分
で
字

劃
が
相
違
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
両
者
の
相
違
を
区
別
す
る
の

は
藤
畏
よ
り
籍
で
あ
り
・
羅
の
書
饒
連
し
垂
蹟
重
三

な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
執
筆
時
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
4
3



藤
田
氏
は
特
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
小
川
氏
は
最
近
に
親
鶯
の
真
蹟

と
認
め
ら
れ
た
観
小
腸
経
集
註
・
烏
龍
山
愚
慮
兇
宝
蔵
伝
。
信
微
上

人
御
釈
や
文
暦
二
年
書
写
唯
信
紗
・
見
聞
集
・
西
方
指
南
抄
・
唯
信

妙
文
意
な
ど
の
真
蹟
と
比
較
検
討
し
て
、
坂
東
本
が
書
写
さ
れ
た
の

は
親
擢
六
十
三
四
歳
で
あ
り
、
そ
の
後
数
年
乃
至
十
数
年
に
亙
っ
て

本
文
が
改
訂
さ
れ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
小
川
氏
の
こ
の
結
論
は
、

坂
東
本
に
先
行
す
る
初
稿
本
の
存
在
を
想
定
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、

い
ま
ま
で
の
研
究
で
は
云
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
託
れ
た
意

見
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
川
氏
の
蚤
う
よ
う
に
、
坂
東
本

に
先
行
す
る
初
稿
本
が
存
在
す
る
と
な
る
と
、
教
行
信
証
の
成
立
・

構
成
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ま
ず
初
稿
本
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
・
な
る
。
坂
東
本
の
書
写
が
親
欝
帰
洛
と
ほ
ぼ
同
時

の
文
暦
嘉
禎
頃
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
初
稿
本
の
成
立
が
そ
れ
を
逸

る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
は
関
東
に
在
住
し
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
時
代
に
親
灘
が
濫
行
信
証
を
著
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ

の
意
味
で
小
川
氏
の
研
究
は
帰
洛
後
撰
述
説
を
否
定
し
た
こ
と
に
な

り
、
注
目
さ
れ
る
が
、
坂
東
本
の
実
態
を
原
本
に
つ
い
て
研
究
し
て

い
な
い
の
で
、
藤
田
氏
同
様
に
研
究
に
行
届
か
な
い
点
の
あ
る
の
が

惜
ま
れ
る
。
小
川
氏
は
初
稿
本
の
存
在
を
想
定
し
た
が
、
そ
れ
が
坂

東
本
と
ど
の
点
で
相
違
す
る
の
か
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
確

に
説
い
て
い
な
い
。
初
稿
本
の
内
容
が
旦
ハ
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
以
上
、
初
稿
本
の
存
在
を
指
摘
し
て
も
、
そ
の
意
義
は
少
い
と
弐

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
、
独
立
し
て
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
初
稿
本
を
さ
が
し
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
い
つ
満
た
さ

れ
る
か
解
ら
な
い
希
望
を
抱
い
て
、
虞
宗
寺
院
の
宝
庫
を
遍
歴
す
る

よ
り
は
、
初
漏
稿
本
を
直
接
に
改
訂
し
た
坂
東
本
を
資
料
と
し
て
、
初

稿
本
の
復
原
を
考
え
る
が
、
よ
り
実
際
的
で
あ
り
、
効
果
的
と
思
わ

れ
る
。

　
し
か
し
坂
東
本
の
研
究
も
、
コ
ロ
タ
イ
プ
版
を
塞
礎
に
す
る
限
り
、

藤
田
・
小
川
氏
の
業
績
を
越
え
て
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
難
し

い
。
残
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
方
法
は
、
坂
東
本
を
直
接
に
研
究
し
、

コ
・
タ
イ
プ
版
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
で
、
し
か
竜
初
稿
本
の
復
原

の
手
懸
り
に
な
る
よ
う
な
事
実
は
な
い
か
と
、
詳
細
に
坂
東
本
を
検

討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
研
究
者
も
恐
ら
く
そ
の
こ
と
に

は
気
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
坂
東
本
が
関
東
大
震
災
で
金

庫
に
収
め
ら
れ
た
ま
ま
、
強
い
火
熱
を
受
け
、
表
紙
や
本
紙
が
脆
弱

に
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
そ
れ
に
直
接
に
接
触
し
て
調
査
す
る
こ

と
は
久
し
い
聞
不
可
能
で
あ
り
、
望
ん
で
も
致
し
方
は
な
か
っ
た
の
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ぞ
あ
る
。

　
私
は
以
前
か
ら
真
宗
史
に
関
心
を
持
ワ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
専
攻

と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
古
文
書
を
集
め
て
中
世
の
社
会
経
済
の

実
態
を
研
究
す
る
か
た
わ
ら
の
研
究
な
の
で
、
真
宗
更
と
云
っ
て
も

古
文
書
に
関
係
す
る
も
の
に
興
昧
が
集
り
、
親
鷺
の
家
族
や
、
親
鷺

の
消
息
に
現
わ
れ
て
い
る
思
想
に
つ
い
て
は
、
論
文
を
書
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
教
行
僑
証
に
つ
い
て
研
究
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
帰
洛
後
撰
述
説
に
対
し
て
は
早
く
か
ら
疑
い
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し
帰
洛
後
撰
述
説
の
論
拠
を
一
々
検
討
し
て
、
そ
の
弱
い
こ
と

を
知
っ
て
疑
い
を
抱
い
た
の
で
は
な
く
、
帰
洛
後
撰
述
説
が
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
前
提
条
件
の
検
討
が
動
機
で
あ
っ
た
。

　
帰
洛
後
撰
述
説
を
首
唱
し
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
中
沢
見

明
氏
で
あ
る
が
、
氏
の
説
の
特
色
は
、
覚
如
の
編
纂
し
た
親
仁
伝
絵

の
輿
料
的
価
値
を
否
定
す
る
こ
ど
に
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

親
鷺
が
日
野
有
範
の
子
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
否
定
さ
れ
、
次
い
で
六

角
堂
の
夢
告
が
虚
構
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
。
選
択
集
と
源
空
の
影
像

付
属
だ
け
は
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
浄
土
宗
側
は
こ
の
事
実

を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
早
く
か
ら
強
く
反
対
し
て
い
る
。
中
沢

氏
も
・
災
上
の
嘉
穂
を
著
わ
し
た
当
謄
は
、
選
択
集
の
付
属
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
な
り
疑
い
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
親
鞭
…
が
源

空
の
膝
下
に
在
っ
て
、
専
修
念
仏
の
教
義
に
つ
い
て
の
先
徳
の
論
罪

を
読
み
、
重
要
な
も
の
を
書
抜
く
と
云
う
努
力
を
し
て
い
た
と
、
学

者
が
考
え
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
早
食
は
闇
も
な

く
越
後
に
流
さ
れ
、
赦
さ
れ
た
後
は
長
く
関
東
に
あ
っ
た
。
文
化
の

お
く
れ
た
北
越
、
関
東
に
い
て
は
教
行
信
証
の
よ
う
友
著
述
が
ぞ
き

る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
帰
洛
後
撰
述
説
は
当
然
主
張
さ

る
べ
く
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
申
沢
氏
が
虚
構
と
し
て
斥
け
た
親
，
癒
伝
絵
の
記
事
は
、
決

し
て
虚
構
で
は
な
く
、
事
実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
次
第

に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
申
沢
氏
が
疑
っ
た
親
藩
の
俗
姓
と
六
角
堂
の

夢
告
は
、
高
田
専
修
寺
に
現
存
す
る
史
料
に
よ
っ
て
、
覚
如
の
控
造

ぞ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
嚢
て
幽
・
選
択
集
の
観
も
・
饗

か
ら
京
風
に
付
属
さ
れ
た
源
空
の
画
像
が
桑
子
妙
源
寺
に
伝
わ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
る
こ
と
が
、
中
沢
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
選
択
集
付
属
に

つ
い
て
の
真
宗
側
の
所
伝
の
信
慧
性
が
増
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実

が
次
か
ら
次
と
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
れ
て
帰
洛
後
撰
述
説

を
考
え
雌
し
た
前
提
条
件
は
次
第
に
崩
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
と
に
決
定
的
な
影
響
を
帰
洛
後
撰
述
説
に
与
え
た
の
は
、
親
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灘
自
筆
の
観
無
量
寿
経
集
註
・
阿
弥
陀
経
集
註
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
親
欝
真
蹟
の
新
し
い
発
見
が
教
行
信
証
の
研
究
に
与
え
た
影

響
は
少
く
と
も
二
つ
あ
げ
る
こ
と
が
ぞ
き
る
。
そ
の
第
一
は
筆
致
そ

の
他
か
ら
し
て
、
こ
の
集
註
は
坂
東
本
に
先
行
す
る
真
蹟
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
親
里
は
早
け
れ
ば
源

空
の
膝
下
に
い
た
時
、
遅
く
と
も
関
東
に
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

時
に
、
観
経
小
経
に
関
す
る
善
導
以
下
シ
ナ
の
先
徳
の
論
疏
を
童
臼
抜

き
、
そ
れ
を
分
類
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
ぞ
あ

る
。
親
鷺
の
書
抜
い
た
論
疏
の
な
か
に
は
源
平
が
生
前
に
見
な
か
っ

た
と
云
わ
れ
て
い
る
楽
邦
文
類
が
含
ま
れ
て
い
る
Q
親
鷺
が
い
っ
、

ど
う
し
て
楽
邦
文
類
を
入
手
し
て
、
読
ん
だ
か
は
問
題
で
あ
る
が
、

善
導
の
般
舟
讃
を
読
ま
な
い
前
に
、
楽
邦
文
類
を
読
ん
で
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楽
邦
文
類
は
女
亭
が
薄
行
信
証
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

述
を
思
い
立
つ
の
に
深
い
…
関
係
が
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

楽
邦
文
類
を
早
く
親
鷺
が
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
親
鶯
が
教
行
信
証

の
著
述
を
考
え
た
の
が
、
早
か
っ
た
こ
と
，
を
思
わ
せ
る
。
私
は
そ
の

よ
う
な
論
拠
か
ら
、
昭
和
二
十
七
年
の
春
に
執
筆
し
た
新
日
本
決
大

系
の
中
世
社
会
で
、
教
行
信
証
は
…
関
東
で
の
着
古
ぞ
あ
る
と
書
い

た
。
そ
の
頃
、
一
方
で
は
結
城
氏
の
信
品
別
撰
説
を
め
ぐ
っ
て
、
議

論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
に
は
触

れ
な
い
で
終
っ
た
の
で
あ
る
。

二

　
私
は
東
本
願
寺
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
か
ら
始

ま
っ
た
坂
東
本
の
修
理
の
監
督
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
初
め
の

聞
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
信
巻
別
撰
説
の
よ
う
な
重
大
な
論
争
の
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
一
で
紹
介
し
た
藤
田
氏
の
論
文
の
発
表
さ

れ
て
い
る
こ
と
竜
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
小
川
氏
の
綿
密
な
論
文
も

ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
た
だ
執
行
信
証
の
著
作
年
次

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
坂
東
本
を
修
理
す
る
た
め
に
解
装
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

際
、
明
ら
か
と
な
っ
た
三
つ
の
事
実
、
第
一
は
坂
東
本
は
も
と
三
つ

穴
の
紙
捻
綴
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
一
　
は
信
巻
の
宿
紙
を
用
い
た
部
分

が
袋
綴
と
は
逆
に
折
目
綴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
三
は
化
身
土
末

巻
前
半
の
筆
致
行
格
が
他
と
異
な
っ
て
い
る
部
分
は
屯
と
巻
子
装
で

あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
三
つ
の
事
実
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
云
う
こ
と

に
興
味
を
覚
え
て
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
十
八
日
か
ら
翌
九
月
二
十

三
日
ま
ぞ
、
連
臼
坂
東
本
を
調
査
し
た
。
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そ
の
結
果
、
私
と
し
て
は
意
外
な
事
実
に
気
づ
い
た
。
坂
東
本
に

は
一
頁
本
堂
八
行
の
当
初
の
書
写
ま
ま
の
部
分
と
、
一
頁
本
文
七
行

の
後
に
書
直
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
筆
致
が
両
方
で
は
著
し
く

異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
筆
蹟
を
、
い
ま
ま
で

知
ら
れ
て
い
る
親
驚
の
他
の
真
蹟
と
比
較
の
結
果
、
次
の
こ
と
を
知

っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
当
初
の
書
写
の
部
分
の
筆
・
致
は
文
暦
二
年
書

写
の
唯
信
妙
と
見
聞
集
の
そ
れ
に
一
致
し
、
坂
東
本
の
当
初
の
書
写

は
唯
儒
紗
や
見
聞
集
の
書
写
と
ほ
ぼ
同
時
と
考
え
ら
れ
る
と
云
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
書
直
し
の
部
分
の
筆
致
は
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
が
、
教
・
行
。
信
巻
な
ど
の
書
直
し
の
部
分
は
康
元
元
年
親
鷺
八

十
四
歳
の
時
に
書
写
さ
れ
た
西
方
指
南
紗
な
ど
の
筆
致
に
近
く
、
康

元
元
年
に
近
い
頃
の
書
直
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
言
行
信
証
の
本
文
改
訂
の
魚
期
の
下
限
を
考
え
る
に
は

現
存
の
教
行
信
証
の
う
ち
で
坂
東
本
の
転
写
本
と
し
て
最
も
古
い
と

認
め
ら
れ
る
高
田
専
修
寺
本
が
、
最
近
の
発
蓑
に
よ
っ
て
、
建
長
七

年
に
専
信
房
專
海
が
書
写
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
考

　
　
◎

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
専
修
寺
本
の
全
貌
は
ま
だ
明
ら
か

に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
も
教
巻
と
行
巻
の
一
部
が
公
表
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
が
、
公
表
さ
れ
て
い
る
限
り
ぞ
は
坂
東
本
と
の
聞
に

著
し
い
違
い
は
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
坂
東
本
の
改
訂
も
重
要
な
部

分
は
、
建
長
七
年
前
臓
…
八
十
三
歳
ま
で
に
終
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
確
か
な
こ
と
を
云
う
の
は
、
専
修
寺
本
の

全
文
が
公
表
さ
れ
る
ま
ぞ
、
差
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
文
の
書
直
し
と
蝋
緒
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
本
文
が
当
初
書
写

さ
れ
た
ま
ま
の
部
分
は
、
袋
綴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
反
対

に
書
直
し
の
部
分
に
は
袋
綴
で
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
教
巻
や
行
・
書
巻
の
始
め
の
書
直
し
の
部
分
は
袋
綴
に
・
な

っ
て
お
り
、
そ
の
外
に
も
筆
致
に
よ
っ
て
書
直
し
と
判
明
す
る
も
の

ぞ
、
袋
綴
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
筆
致
か
ら
云
え
ば
当

初
書
写
の
部
分
と
同
一
で
あ
っ
て
、
袋
綴
で
は
な
く
、
切
紙
の
表
裏

両
面
に
本
丈
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
従
っ
て
袋
綴
で
あ
る

か
ら
と
云
っ
て
、
全
部
当
初
の
書
写
、
切
紙
に
書
写
さ
れ
て
い
る
か

ら
と
云
っ
て
、
晩
年
の
書
写
と
は
一
概
に
言
え
な
い
が
、
袋
綴
の
部

分
が
坂
東
本
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
占
め
、
そ
の
比
率
が
二
貝
八
行
書

き
の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
こ
と
は
、
坂
東
本
が
当
初
書
写
さ
れ

た
時
は
、
　
二
面
本
・
文
八
行
書
き
の
袋
綴
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
次
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
坂
東
本
が
当
初
書
写
さ
れ
た
時
は
、
美
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濃
紙
と
推
定
さ
れ
る
縦
九
寸
四
分
横
一
尺
四
寸
八
分
の
白
紙
が
料
紙

と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
教
巻
や
行
・
信
巻
の
首
部
を
始
め
、
後
に
書
直

さ
れ
た
部
分
に
も
、
美
濃
紙
の
白
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ぞ
あ

り
、
美
濃
紙
の
白
紙
に
書
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
、
当
初
に

書
写
さ
れ
た
と
云
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
宿
紙
や
雁
皮

紙
を
全
紙
叉
は
切
紙
に
し
て
用
い
た
部
分
は
、
そ
れ
に
書
写
さ
れ
て

い
る
本
文
の
筆
致
か
ら
推
し
て
、
例
外
な
く
、
後
の
書
直
し
で
あ

る
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
次
に
そ
の
事
実
を
や
や
詳

し
く
説
明
し
よ
う
。

　
ま
ず
信
巻
に
用
い
ら
れ
て
い
る
宿
紙
の
四
十
六
放
で
あ
る
が
、
切

紙
の
二
放
を
除
い
て
、
一
放
の
紙
を
二
つ
に
折
っ
て
そ
の
折
目
を
綴

じ
る
と
云
う
「
折
目
綴
」
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
は
例
外
な
く
各
葉

の
蓑
裏
に
書
か
れ
、
全
紙
の
分
は
八
行
ず
つ
書
か
れ
て
い
る
。
　
そ

の
筆
致
は
、
七
行
書
き
の
教
巻
や
行
・
楽
譜
の
首
部
の
書
直
し
の
部

分
に
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
筆
力
が
あ
り
、
執
筆
の
時
期
は

早
い
と
推
定
さ
れ
る
。
宿
紙
は
周
知
の
よ
う
に
五
位
蔵
人
が
専
用
す

甑
屯
の
で
、
蔵
入
以
外
の
者
は
使
用
し
な
い
の
が
建
前
と
な
っ
て
い

る
。
親
轡
…
が
坂
東
本
の
本
文
改
訂
に
当
っ
て
宿
紙
を
使
っ
た
の
は
、

美
濃
紙
の
白
紙
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
と
は
思
わ
れ
な
い
。

手
に
入
れ
難
い
こ
と
か
ら
云
え
ば
、
宿
紙
の
方
が
困
難
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
宿
紙
を
歯
黒
が
使
っ
た
の
は
、
厚
い
紙
質
と
鼠
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
地
色
が
表
裏
両
面
書
き
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
の
に
外

な
ら
な
い
。
親
鷺
は
得
難
い
宿
紙
を
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
か
、
明

ら
か
で
な
い
が
、
日
野
家
の
一
族
で
五
位
蔵
入
に
在
任
し
た
も
の
が

あ
夢
、
そ
れ
か
ら
護
受
け
た
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
竜
無
難
な
推

定
ぞ
あ
ろ
う
。
職
事
補
任
に
よ
る
と
、
親
鷺
の
晩
年
に
日
野
氏
ぞ
五

位
蔵
人
に
な
っ
た
も
の
に
は
日
野
光
国
が
い
る
。
光
国
は
日
野
資
実

の
四
男
で
あ
っ
た
が
、
兄
家
光
の
子
と
な
り
、
寛
元
三
年
六
月
廿
六

日
か
ら
建
長
四
年
十
二
月
四
日
ま
で
五
位
蔵
人
の
任
に
あ
っ
た
。
家

光
・
光
国
は
双
方
共
に
親
鷺
の
女
覚
信
尾
や
そ
の
家
族
に
関
係
の
あ

　
　
　
　
　
⑳

つ
た
人
で
あ
る
。
親
鷺
が
宿
紙
を
入
手
し
た
径
路
は
光
国
を
通
じ
て

ぞ
あ
っ
た
と
推
定
し
て
、
恐
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
ま
た
、
宿
紙
の
部
分
の
筆
致
が
建
長
七
年
を
一
応
の
下
限
と
す
る

本
文
の
書
直
し
の
う
ち
で
は
、
最
後
の
も
の
ぞ
は
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
も
矛
濡
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
次
は
雁
皮
紙
で
あ
る
が
、
行
巻
の
5
5
～
5
6
、
　
（
A
五
五
一
五
六
）
7
4

（
A
七
四
）
、
1
1
～
1
2
（
A
一
一
一
1
一
一
二
）
、
1
7
～
2
0
　
（
A
一
一
七
1

　
　
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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教行信証（坂策本）について（赤松）

＝
…
○
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
の
う
ち
で
親
鷺
の
自
筆
と
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
る
の
は
5
5
～
5
6
と
一
～
2
で
あ
る
。
両
方
と
竜
に
後
年
の
筆
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

ぞ
あ
っ
て
、
書
直
し
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
全
く
同
じ
雁

皮
紙
を
用
い
な
が
ら
、
筆
致
か
ら
考
え
て
親
心
と
は
別
置
と
推
定
さ

れ
る
の
は
、
4
7
と
1
1
～
！
2
で
あ
る
。
両
方
共
に
楷
書
で
同
筆
ぞ
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

親
欝
の
筆
致
に
似
て
い
る
が
、
別
筆
で
あ
る
ご
と
は
歴
然
と
し
て
い

る
。
以
上
四
ケ
所
の
書
直
し
は
、
同
一
の
雁
皮
紙
を
用
い
、
ほ
ぼ
同

時
の
改
訂
と
推
定
さ
れ
る
の
に
、
一
部
他
筆
が
混
在
し
て
い
る
の
は

何
故
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
7
4
も

11

`
1
2
も
と
も
に
一
行
の
字
数
が
多
く
、
書
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

1
　
　
　
1

か
ら
考
え
る
と
、
、
親
鷺
は
老
齢
の
た
め
に
、
緬
書
す
る
の
が
困
難
と

な
り
、
弟
子
の
な
か
で
細
書
の
巧
み
な
者
に
代
筆
を
依
頼
し
た
の
ぞ

は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

　
別
筆
と
云
え
ば
、
真
摯
反
巻
4
1
～
4
4
（
D
三
七
…
四
〇
）
は
美
濃
紙

を
用
い
て
お
り
、
筆
致
も
親
潮
に
似
て
い
る
が
、
筆
致
か
ら
判
断
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
と
、
別
筆
で
あ
る
。
い
ま
ま
ぞ
聞
題
に
さ
れ
て
い
る
化
身
土
本
巻

の
2
（
E
二
）
の
標
挙
の
文
も
、
こ
の
筆
者
が
書
い
た
に
相
違
な
い
。

そ
の
外
、
冠
註
な
ど
に
別
筆
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
存
す
る
が
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
れ
も
後
世
に
参
考
の
た
め
に
書
入
れ
た
も
の
で
、
重
要
な
竜
の
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
ま
で
画
筆
を
認
め
ら
れ
て
い
る
儒
巻

と
化
身
土
巻
の
外
題
は
、
筆
致
か
ら
云
う
と
、
紛
れ
も
な
い
親
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

自
筆
で
あ
り
、
そ
れ
も
晩
年
の
筆
で
あ
奇
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
釈
蓮

位
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
証
巻
と
真
仏
土
巻
の
外
題
は
、
筆
力
が
あ

り
、
早
い
時
代
の
筆
蹟
で
あ
る
。
詩
巻
と
化
身
土
本
巻
の
外
題
が
書

直
さ
れ
た
の
は
、
三
で
明
ら
か
に
す
る
本
文
の
大
規
模
な
改
訂
と
関

係
が
あ
り
、
そ
の
時
期
も
自
ら
推
定
さ
れ
る
。
無
帽
が
外
題
を
書
直

し
た
際
に
、
以
前
に
あ
っ
た
蓮
位
の
名
を
書
く
の
を
中
止
し
た
理
由

で
あ
る
が
、
こ
と
に
よ
る
と
、
本
文
を
改
訂
し
た
こ
と
が
動
機
と
な

っ
て
、
蓮
位
へ
の
付
属
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
紙
質
の
頼
違
か
ら
始
ま
っ
て
、
論
は
筆
致
の
籾
違
に
及
び
、
別
筆

の
指
摘
に
ま
で
発
展
し
た
が
、
上
に
明
ら
か
に
し
た
事
実
に
よ
っ
て
、

坂
東
本
が
当
初
書
写
さ
れ
た
蒔
の
用
紙
は
全
部
美
濃
紙
で
あ
り
、
宿

紙
．
や
雁
皮
紙
を
用
い
た
分
は
、
例
外
な
く
後
の
欝
直
し
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
と
な
っ
た
。

三

二
で
開
ら
か
に
し
た
事
実
を
基
に
し
て
、
考
え
る
と
、
当
初
書
写
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さ
れ
た
ま
ま
の
坂
東
本
は
、
美
濃
紙
の
白
紙
を
用
い
た
袋
綴
で
、
綴

紐
に
紙
捻
が
用
い
ら
れ
た
。
綴
方
は
三
つ
穴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当

初
の
綴
方
は
坂
東
本
で
は
早
く
改
め
ら
れ
て
お
り
、
痕
跡
し
か
残
っ

て
い
な
い
が
、
親
…
鷲
自
筆
の
聖
教
ぞ
、
三
つ
穴
紙
捻
綴
の
原
状
を
保

存
し
て
い
る
の
は
、
東
本
願
寺
所
蔵
の
一
念
多
念
文
意
で
あ
る
。
ま

た
書
写
さ
れ
た
当
初
の
坂
東
本
の
本
文
は
一
頁
八
行
に
書
写
さ
れ
、

朱
で
送
仮
名
や
読
み
方
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　
坂
東
本
の
原
状
は
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
し
て
現
在
の
よ
う
な
混
雑
し
た
形
態
に
な
っ
た
の
か
を
次

に
考
え
て
見
よ
う
。
そ
の
原
因
の
第
一
は
聖
教
の
書
写
に
当
っ
て
あ

り
勝
ち
な
引
用
文
の
脱
字
誤
字
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
親
鶯
は
脱

字
誤
字
に
］
気
づ
く
と
、
脱
字
に
は
そ
の
個
所
に
圏
を
付
け
、
誤
字
は

墨
消
し
を
し
て
、
上
欄
又
は
行
問
に
補
正
の
文
字
を
書
入
れ
た
。
著

し
い
脱
字
は
、
真
仏
土
巻
の
5
1
（
A
閥
七
）
ぞ
浄
土
論
註
を
引
用
し
、

末
尾
の
「
故
臼
成
就
輝
」
の
六
宰
と
、
次
の
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
日
、

南
無
阿
弥
陀
仏
蝦
脇
心
臓
」
の
二
十
字
を
書
落
し
た
こ
と
で
あ
る
。
書

　
　
　
　
　
　
斐
ル
ー
や
琢

落
し
が
二
つ
の
聖
教
に
亙
っ
て
い
る
の
が
ま
ず
注
固
さ
れ
る
。
坂
東

本
が
初
稿
本
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
が
お
の
お
の
浄
土
論
註
と
讃
附

弥
陀
仏
偶
か
ら
直
接
に
又
は
そ
の
書
抜
き
か
ら
写
さ
れ
た
な
ら
、
こ

う
し
た
脱
字
は
普
通
起
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
転
写
本
の
場
合
は
、
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q

こ
の
種
の
脱
字
は
起
り
勝
ち
で
あ
る
。
坂
東
・
本
に
こ
の
種
の
脱
字
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

あ
る
以
上
、
坂
東
本
は
初
稿
本
で
は
な
く
、
転
写
本
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
坂
東
本
に
先
行
す
る
初
稿
本
の
存
在
が
想
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
の
主
な
屯
の
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
親
鷺
は
こ
の
大

量
の
脱
字
に
気
づ
く
と
、
次
の
よ
う
に
措
置
し
た
。
浄
土
論
註
か
ら

の
引
用
文
は
5
1
の
折
爵
で
終
っ
て
お
り
、
讃
阿
弥
陀
仏
偶
は
次
の
頁

の
第
一
行
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
堺
の
折
目
を
切
開
き
、
楽
し
く

現
わ
れ
て
き
た
紙
面
5
3
に
「
故
臼
成
就
購
」
と
浄
土
論
註
の
脱
字
を
串
雷

入
れ
、
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
日
、
南
光
阿
弥
陀
仏
耀
繍
翫
量
」
の
讃
阿
弥
陀

仏
偶
の
脱
字
は
貼
紙
又
は
継
紙
を
し
て
書
足
し
、
5
4
の
欄
外
に
「
鶯

和
尚
造
也
」
と
讃
阿
弥
陀
仏
偶
の
著
者
を
注
興
し
た
。
こ
の
貼
紙
又

は
継
紙
の
部
分
は
今
日
散
愛
し
て
現
存
し
な
い
。
小
川
氏
が
初
稿
本

の
存
在
を
想
定
し
た
の
も
私
と
全
く
同
一
の
理
由
に
よ
る
。
た
だ
氏

は
原
本
を
見
て
お
ら
な
い
の
で
、
コ
・
タ
イ
プ
版
が
印
刷
の
都
合
上

こ
の
部
分
が
今
で
も
、
袋
綴
の
ま
ま
で
あ
る
か
の
よ
う
に
印
…
欄
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

折
目
を
切
開
い
て
、
裏
に
補
写
し
た
「
故
日
成
就
獣
偏
を
小
紙
片
に

印
刷
し
て
本
紙
の
聞
に
挾
ん
で
い
る
の
を
、
原
本
の
状
態
と
解
し
て
．

い
る
。
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本
・
文
の
脱
字
誤
字
は
当
然
補
正
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
云
わ
ば
機
械

的
な
仕
事
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
既
に
で
き
上
っ
て
い
る
本
文

を
改
訂
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
既
に
書
写
さ
れ
て
い
る
解
釈
の
要
文

や
親
藩
の
私
釈
の
部
分
を
削
り
、
新
た
に
経
釈
を
引
用
し
、
私
釈
を

挿
入
す
る
こ
と
は
、
初
稿
本
の
書
上
げ
に
劣
ら
ぬ
困
難
な
仕
事
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
親
鷺
は
、
坂
東
本
を
書
写
し
た
六
十
三
四
歳
以

後
の
殆
ん
ど
全
部
の
時
閥
を
そ
れ
に
充
当
し
た
と
云
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
そ
あ
ろ
う
。
い
ま
ま
で
は
寛
元
五
年
博
論
七
十
五
歳
の
時
に

尊
蓮
が
書
写
し
た
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
ま
で
に
獣

行
信
証
は
一
応
で
き
上
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
で
き
上

っ
た
こ
と
だ
け
を
云
う
と
、
坂
東
本
が
写
さ
れ
る
以
前
に
、
教
行
信

証
は
一
応
成
立
し
て
い
た
に
縮
違
な
い
。
従
っ
て
寛
元
五
年
に
尊
蓮

が
書
写
し
た
事
実
は
さ
し
て
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

改
訂
が
親
鶯
死
去
の
す
ぐ
前
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と

は
、
坂
東
本
の
行
巻
の
正
信
偶
の
改
訂
で
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
確

実
な
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
、
建
長
七
年
親
鶯
八
十
三
歳
の

時
に
専
海
が
書
写
し
た
高
田
専
修
寺
本
の
金
貌
が
公
開
さ
れ
る
ま

ぞ
、
塵
界
R
で
き
な
い
。

　
さ
て
本
文
を
改
訂
す
る
揚
荷
、
劇
る
部
分
を
墨
で
消
し
、
書
入
れ

る
部
分
を
そ
の
傍
に
書
く
の
が
簡
単
で
あ
る
が
、
親
鷺
は
行
器
の
正

信
傷
心
（
A
一
三
五
⊥
四
二
）
以
外
に
は
こ
の
方
法
を
採
用
し

な
か
っ
た
。
親
鷺
の
行
っ
た
改
訂
の
仕
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
引
用
文
叉
は
私
釈
を
劇
除
す
れ
ば
す
む
揚
合
は
、
そ
の
部
分
を

切
取
つ
た
。
そ
の
岩
蟹
な
例
は
、
化
身
土
本
巻
の
6
0
か
ら
6
1
（
E
五
七

；
五
八
）
に
か
け
て
、
　
善
導
の
虚
器
と
推
定
さ
れ
る
文
を
九
行
半
以

上
、
字
数
に
し
て
百
五
六
十
字
を
切
取
っ
て
い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
小

規
模
な
切
取
り
の
個
所
は
な
お
外
に
屯
あ
る
。
次
は
、
引
用
文
叉
は

私
釈
を
追
加
す
れ
ば
す
む
揚
合
で
あ
る
が
、
そ
の
揚
合
、
賂
紙
を
し

て
書
入
れ
た
例
が
真
仏
土
巻
の
3
8
（
D
三
閥
）
に
あ
る
。
し
か
し
、
単

純
に
劇
除
し
、
又
は
雷
入
れ
さ
え
ず
れ
ば
す
む
揚
合
は
む
し
ろ
す
く

な
く
て
、
多
く
の
揚
合
、
あ
る
引
用
文
叉
は
私
釈
を
田
漏
り
、
そ
の
あ

と
に
引
用
文
又
は
私
釈
を
書
入
れ
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
っ
た
よ
う

ぞ
あ
る
。
そ
の
場
合
親
芋
…
が
用
い
た
方
法
は
次
の
三
つ
で
あ
っ
た
。

　
第
一
は
本
文
を
添
削
し
た
結
果
、
本
文
の
字
数
が
以
前
よ
り
減
少

す
る
揚
合
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
繋
ぐ
、
そ
の
部
分
の
本
紙
全
部
を

書
改
め
た
。
添
削
の
結
果
、
本
文
の
字
数
が
以
前
よ
り
増
加
す
る
揚

合
は
、
そ
の
部
分
の
本
紙
を
書
改
め
る
と
、
用
紙
の
枚
数
が
当
然
増

加
す
る
。
一
部
六
帖
と
云
う
数
を
変
え
た
く
な
か
っ
た
親
鷺
と
し
て
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は
、
本
紙
全
部
を
書
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
枚
数
が
増
加
す
る
こ
と

を
あ
ま
り
好
ま
な
か
っ
た
よ
う
。
て
あ
る
。
そ
の
結
果
、
増
加
す
る
字

数
が
比
較
的
に
少
い
揚
言
は
、
削
除
す
る
部
分
は
切
取
り
、
書
入
れ

る
部
分
は
、
切
取
り
の
た
め
に
袋
綴
が
切
開
か
れ
、
薪
た
に
現
わ
れ

た
裏
面
に
書
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
改
訂
が
大
規
模
で
、
字
数
が
倍

近
く
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
も
増
加
す
る
堂
舎
は
、
本
紙
の
一
部
を

切
取
っ
て
い
て
は
、
増
加
す
る
分
を
裏
面
に
書
載
せ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
こ
の
揚
合
は
本
紙
・
全
部
を
書
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
袋
綴
に
し
た
の
で
は
紙
数
が
必
然
に
増
加

す
る
の
で
、
表
裏
両
面
書
き
の
折
屠
綴
が
考
案
さ
れ
た
。
宿
紙
は
そ

の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
取
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
三

の
方
法
は
決
し
て
面
し
い
や
り
方
で
は
な
く
、
袋
綴
の
切
開
き
。
裏

面
書
入
れ
の
第
二
の
方
法
と
、
全
部
書
直
し
の
第
一
の
方
法
を
綜
合

し
た
竜
の
と
云
え
よ
う
。
恐
ら
く
親
鶯
は
、
第
一
と
第
二
の
方
法
で

改
訂
し
て
い
る
う
ち
に
、
第
三
の
方
法
を
思
い
つ
き
、
宿
紙
を
取
寄

せ
て
塗
立
の
大
改
訂
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
信
巻
の
改
訂
に

つ
い
て
は
四
で
再
び
説
明
す
る
。

　
最
後
は
特
別
な
揚
合
で
あ
っ
て
、
　
化
身
土
末
巻
5
～
5
1
（
F
五
i

五
一
）
の
大
集
経
引
用
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
個
所
は
書
体
が
異
な

る
の
で
、
藤
田
氏
も
小
川
氏
も
注
意
し
て
お
り
、
今
回
の
解
装
に
よ

っ
て
、
そ
の
部
分
は
も
と
巻
子
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
親
懲

が
何
の
目
的
で
い
つ
巻
子
本
を
つ
く
り
、
い
つ
坂
東
本
に
綴
入
れ
た

か
は
解
釈
の
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

大
奥
経
の
こ
の
部
分
は
初
稿
本
に
は
引
周
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
従

っ
て
坂
東
本
が
書
写
さ
れ
た
当
初
は
、
こ
の
部
分
は
書
写
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
坂
東
本
を
書
写
し
た
後
に
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鞭
…
は
大
鳥
経
に
麗
引
味
を
覚
え
て
、
巻
子
本
に
そ
れ
の
書
抜
き
を
作
り
、

そ
の
後
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
坂
東
本
に
綴
込
む
こ
と
に
し
た
。
化
身
土

巻
の
紙
数
は
そ
の
た
め
に
著
し
く
増
加
し
、
本
末
の
両
巻
に
分
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
分
巻
の
時
期
は
信
認
の
書
直
し
と
同
時

で
あ
ろ
う
。
鞘
巻
と
化
身
土
本
巻
の
外
題
が
ほ
ぼ
同
時
筆
で
あ
る
そ

と
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
化
身
土
末
巻
に
綴
込
ま
れ
た
書
抜
き

は
も
と
巻
子
本
で
あ
っ
た
た
め
に
、
紙
面
細
部
に
本
文
が
書
写
さ
れ

て
お
り
、
駄
々
紙
継
匿
に
亙
っ
て
本
文
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
一
方

坂
東
本
は
袋
綴
の
た
め
に
綴
代
と
し
て
紙
・
の
左
古
両
端
に
一
寸
近
く

の
余
白
を
必
要
と
す
る
。
爾
者
の
あ
り
方
が
相
違
す
る
の
ぞ
、
巻
子

本
を
解
い
て
、
そ
の
ま
ま
袋
綴
に
綴
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

も
と
巻
子
本
の
第
一
紙
は
左
端
一
寸
近
く
を
残
し
て
切
取
ら
れ
、
左
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右
に
新
し
く
継
紙
を
し
、
そ
れ
を
綴
代
と
し
て
綴
込
む
と
云
う
煩
裟

な
仕
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
二
紙
以
下
も
同
様
で
あ
っ
た
。
第
一

紙
の
部
分
は
化
身
土
末
巻
の
3
～
4
（
F
三
－
四
）
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
は
親
密
が
後
に
書
直
し
た
た
め
に
、
そ
の
あ
と
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
　
5
（
F
五
）
以
下
に
は
、
そ
の
あ
と
が
歴
然
と
残

っ
て
い
る
。

四

　
化
身
土
末
巻
の
首
部
に
引
朋
さ
れ
て
い
る
大
塔
経
の
殆
ん
ど
全
部

が
、
坂
東
本
が
書
写
さ
れ
た
後
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
と
、
初
稿
本
に
は
こ
の
部
分
は
載
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
親
心
が
大
集
経
を
化
身
土
末
巻
に
引
用
し
た
趣
旨
は
、
坂
東
本

が
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
形
を
保
っ
て
い
る
5
1
（
F
五
一
）
以
下
の
首
携

厳
経
・
灌
頂
経
・
地
蔵
十
輪
経
・
集
一
切
福
徳
三
味
経
・
薬
師
経
・

菩
薩
戒
経
・
仏
本
行
集
経
・
起
．
信
論
の
引
用
と
同
じ
も
の
で
あ
る

か
ら
、
大
立
経
の
長
文
が
追
加
引
用
さ
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
教
行

信
証
の
教
義
内
容
が
変
化
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
要
は
大
士
経

に
対
す
る
親
譲
の
関
心
が
、
教
行
信
証
を
一
応
脱
稿
し
た
後
に
、
さ

ら
に
高
ま
っ
た
の
は
、
何
が
動
機
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
Q
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
仏
教
学
・
真
宗
学
の
面
か
ら
の
深
い
研
究
を
期
待

し
た
い
。

　
坂
東
本
が
書
写
さ
れ
た
崇
初
に
比
較
し
て
、
内
容
が
著
し
く
増
加

し
た
の
は
、
信
巻
の
宿
紙
を
用
い
た
5
1
～
5
6
（
B
五
一
i
五
六
）
、
6
9
～

醜
（
B
六
九
⊥
五
二
）
の
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
本
文

は
、
宰
数
に
し
て
総
数
一
万
四
百
三
十
字
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
多

数
を
占
め
て
い
る
の
は
渥
葉
経
か
ら
の
引
用
文
で
あ
っ
て
、
字
数
に

し
て
六
千
二
百
二
十
字
に
達
し
て
い
る
。
宿
紙
を
用
い
た
た
め
に
本

丈
の
字
数
が
倍
加
し
た
と
す
る
と
、
増
加
し
た
も
の
の
多
く
が
浬
榮

経
か
ら
の
引
用
文
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
に
あ
げ
た
数
字
か
ら
当
然

推
測
さ
れ
る
。
し
か
も
浬
榮
経
か
ら
の
引
用
文
の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト

は
父
王
を
殺
し
た
阿
閣
世
王
の
苦
悩
を
描
い
た
部
分
で
あ
る
。
宿
紙

を
用
い
て
上
巻
を
書
直
し
た
動
機
の
一
つ
は
、
阿
寒
世
王
の
苦
悩
の

部
分
を
書
載
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
三
音
心

す
べ
き
こ
と
は
、
書
直
さ
れ
な
い
以
前
の
信
巻
に
は
、
浬
…
榮
経
の
阿

閣
世
王
の
苦
悩
の
部
分
が
全
然
載
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
云
え
な
い

こ
と
で
あ
る
。
坂
東
本
が
当
初
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
形
を
保
っ
て
い

る
岡
（
8
一
五
三
）
以
後
に
は
、
浬
盤
経
の
善
見
太
子
の
父
王
殺
害
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ユ
、
れ
か
ら
考
え
る
と
、
書
改
め
ら
れ
た
6
9
～
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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（
8
六
九
…
一
五
二
）
の
部
分
に
以
前
、
阿
武
世
王
の
こ
と
が
載
っ
て

い
な
か
っ
た
と
は
費
え
な
い
。
一
方
、
文
暦
二
年
書
写
の
若
僧
…
鉾
の

紙
背
に
写
さ
れ
て
い
る
浬
繋
馬
の
要
文
に
は
、
阿
閣
世
王
の
苦
悩
の

部
分
が
書
抜
か
れ
て
い
る
。
親
筆
…
は
坂
東
本
に
書
写
し
た
時
、
浬
盤

経
の
阿
閣
世
王
の
苦
悩
の
部
分
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
信
巻
の
こ
の
部
分
に
は
阿
閣
世
王
の
苦
悩
が
初
め
か
ら
収
録
さ

れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
高
田
専
修
寺
の
思
置
経
要
文

と
坂
東
本
を
対
照
す
れ
ば
、
こ
と
に
よ
る
と
こ
の
聞
の
微
妙
な
関
係

が
判
明
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
高
田
専
修
寺
の
好
意
で
漫
茜
染
経

要
文
を
手
に
取
っ
て
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
で
、
ほ
ぼ
要
文
の
内

容
を
知
っ
て
い
る
が
、
高
田
専
修
寺
が
早
く
全
貌
を
公
開
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

　
し
か
し
信
巻
に
宿
紙
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
浬
繋
経
か
ら
の
引
用

を
増
加
す
る
た
め
だ
け
で
あ
っ
た
と
、
解
釈
す
る
の
は
恐
ら
く
妥
当

で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
童
日
直
さ
れ
た
部
分
に
は
、
他
の
経
疏
か
ら

の
引
用
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
信
巻
の
6
9
～
7
2
（
B
六
九

…
七
二
）
に
は
、
　
至
心
儒
楽
欲
生
の
三
心
が
実
は
一
な
る
こ
と
、
菩

提
心
に
横
竪
。
超
出
の
差
が
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
親
鷺
の
自
釈
が
収

め
ら
れ
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
重
要
な
親
鶯
の
自
釈
は
宿
紙
の

部
分
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ど
の
自
釈
が
当
初
か
ら

書
か
れ
て
お
り
、
ど
の
部
分
が
書
直
さ
れ
た
蒔
に
書
入
れ
ら
れ
た
の

か
、
そ
の
区
別
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

初
稿
本
叉
は
書
写
当
初
の
坂
東
本
が
現
在
の
詩
巻
の
と
お
夢
で
は
な

か
っ
た
こ
と
押
か
㎝
明
ら
ノ
か
に
志
な
っ
た
目
以
上
、
初
舘
鞘
本
へ
の
復
原
の
努
力

は
当
然
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
結
城
氏
が
六
要
紗
を
基
に
し
て
詩
巻
が
再
選
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
た
の
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
正
し
い
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
宿
紙
の
分
は
書
直
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
存
覚
の
云
う
芝
煮
に

当
る
が
、
そ
の
部
分
に
引
用
さ
れ
て
い
る
論
疏
で
前
後
顧
倒
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
六
要
紗
に
よ
る
と
、
信
書
7
3
～
7
4
　
（
B
七
三
i
七

四
）
に
3
1
用
さ
れ
て
い
る
元
照
の
弥
陀
経
義
疏
か
ら
の
引
用
文
は
前

後
が
錯
雑
し
て
い
る
。
「
他
の
為
す
こ
と
能
ざ
る
が
故
に
甚
難
な
り
、

世
を
挙
て
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
故
に
爺
有
な
り
と
い
へ
り
」
と
引
用

さ
れ
た
あ
と
に
、
　
「
冠
注
く
」
と
し
て
、
　
「
念
仏
法
門
は
愚
智
豪
賎

を
簡
ら
ば
ず
、
卑
近
善
悪
を
論
ぜ
ず
、
唯
、
決
誓
猛
信
を
取
れ
ば
、

臨
終
悪
椙
な
れ
ど
も
、
十
念
に
往
生
す
。
此
れ
乃
ち
鼠
ハ
縛
の
凡
愚
・

屠
浩
の
下
類
、
刹
那
に
超
越
す
る
成
仏
の
法
な
り
、
無
闇
憂
欝
僑
と

謂
ふ
可
き
也
扁
と
続
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
弥
陀
経
義
疏
で
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は
、
始
め
に
引
用
さ
れ
た
「
希
有
な
り
と
い
へ
り
」
に
続
い
て
は
、

次
の
「
此
の
悪
世
に
於
し
て
修
行
成
仏
す
る
を
難
と
為
る
也
、
諸
の

衆
生
の
為
に
、
此
の
法
門
を
説
く
を
二
の
難
と
為
る
也
、
前
の
二
難

を
承
け
て
、
則
ち
諸
仏
所
讃
の
虚
し
か
ら
ざ
る
意
を
彰
す
、
衆
生
聞

き
て
享
受
せ
し
め
よ
と
な
診
と
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
念
仏
法
門
」

云
々
の
6
1
用
文
は
、
　
「
衆
生
聞
き
て
信
受
せ
し
め
よ
と
な
り
と
」
の

次
に
引
用
さ
れ
る
の
が
正
し
い
順
序
で
あ
る
。
親
鶯
は
何
故
に
こ
の

よ
う
に
前
後
を
顯
倒
し
て
引
用
し
た
の
か
。
六
要
紗
は
親
穂
の
意
図

を
解
釈
し
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
顧
倒
は
次
の
よ
う
に
し
て
起
き
た

と
思
っ
て
い
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
宿
紙
に
書
直
さ
れ
る
以

前
、
坂
東
本
の
こ
の
部
分
に
は
「
念
仏
法
門
」
云
女
の
引
用
文
は
書

か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
後
に
述
べ

る
が
、
こ
の
引
用
文
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
　
「
他
の
為
す
こ
と
」

云
々
の
引
用
文
に
「
此
の
悪
世
に
馴
し
て
」
慰
女
の
引
用
文
が
続
く

こ
と
に
な
り
、
前
後
顛
倒
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
宿
紙

に
書
直
す
時
に
な
っ
て
、
　
「
念
仏
法
門
」
云
々
の
引
用
を
追
加
し
、

そ
の
時
に
原
典
の
本
文
を
確
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
順
序
を
誤
っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
「
念
仏
法
門
」
去
々
の
引
用
文
が
後
か

ら
の
追
加
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
そ
の
引
用
の
ず
ぐ
あ
と
、
　
「
念

仏
法
門
」
云
々
の
元
照
の
疏
に
註
釈
し
た
戒
度
の
聞
持
記
が
引
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
、
関
係
し
て
い
る
。

　
こ
の
聞
持
記
が
南
宋
で
嵐
叛
さ
れ
た
の
は
元
仁
元
年
よ
り
わ
ず
か

七
年
前
の
嘉
定
十
年
で
あ
る
。
こ
の
聞
持
記
が
群
行
儒
証
に
引
用
さ

れ
て
い
る
以
上
、
皇
位
信
証
が
元
仁
元
年
に
成
稿
し
て
い
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
と
云
う
の
が
、
帰
洛
後
撰
述
説
の
有
力
な
根
拠
と
な
つ

　
　
⑳

て
い
る
。
一
応
も
つ
と
も
な
説
で
あ
る
が
、
聞
戦
記
の
3
一
用
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は
宿
紙
の
分
で
あ
る
か
ら
、
文
暦
二
年
前
後
に
書
写
さ

れ
た
坂
東
本
に
当
初
か
ら
載
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

寛
元
・
宝
治
。
建
長
の
頃
の
書
直
し
の
際
に
書
加
え
ら
れ
た
と
推
定

す
る
方
が
事
実
に
当
っ
て
い
る
可
能
性
が
多
い
。
従
っ
て
聞
重
継
が

引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
蛋
っ
て
、
教
行
信
証
の
成
稿
の
年
代
を
引

下
げ
て
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
信
巻
の
書
直
し
に
宿
紙
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
教
室

信
証
の
帰
洛
…
後
撰
述
説
の
膚
力
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
力
持
記
の
引

用
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
こ
の
聞
持
記
の
引
用
に
つ
い
て
は
な
ゆ
2
3

説
明
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
元
照
の
弥
陀
経
義
疏
の
「
屠
清

下
潮
」
に
戒
度
が
註
釈
し
て
「
屠
は
謂
は
く
殺
を
紛
る
、
沽
は
即
ち

醍
売
、
此
の
如
し
の
悪
人
、
止
だ
十
念
に
・
隔
て
便
ち
超
往
を
得
ん
、
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量
に
難
信
に
信
ず
や
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
屠
蘇
の
下
類

と
は
猟
師
心
入
を
云
う
の
で
あ
り
、
戒
度
は
、
こ
の
よ
う
な
悪
人
で

も
十
念
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
希
有
難
償
で
あ
る
と

述
べ
た
。
親
鷺
は
戒
度
が
屠
沽
を
悪
人
と
述
べ
た
の
に
強
く
惹
か
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
寝
覚
の
唯
信
妙
の
註
釈
と
し
て
唯
信

妙
文
意
を
親
玉
が
著
わ
し
た
時
、
五
会
法
事
讃
の
「
不
簡
破
戒
罪
根

深
、
但
使
廻
心
多
念
仏
、
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
文
に
関
連
し
て
、
唯

信
紗
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
義
心
記
に
よ
っ
て
、
「
屠
沽
の
下
図
」

の
往
生
に
つ
い
て
述
べ
、
「
屠
は
よ
う
つ
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ

し
ほ
ふ
る
竜
の
、
こ
れ
は
猟
師
と
い
ふ
も
の
な
り
、
油
は
よ
う
つ
の

も
の
を
う
り
か
ふ
も
の
な
り
、
こ
れ
は
あ
き
人
な
り
、
こ
れ
ら
を
下

類
と
い
ふ
な
り
、
か
や
う
の
あ
き
び
と
。
猟
師
・
さ
ま
ざ
ま
の
も
の

は
み
な
、
い
し
6
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」

と
註
釈
し
た
こ
と
ぞ
知
ら
れ
る
。
親
鷺
の
云
う
悪
人
の
な
か
に
猟
師

や
商
人
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
最
近
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

解
釈
で
は
、
い
わ
ゆ
る
馬
入
と
は
末
法
の
衆
生
一
般
を
指
し
た
竜
の

と
し
、
或
は
自
力
作
善
の
で
き
な
い
抑
圧
さ
れ
た
階
…
級
の
者
を
指
し

　
　
　
　
　
⑳

た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
要
一
請
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
、
生
れ
た
薪
し
い
解
釈
で
あ
る
が
、
親
鷺
の
直
接
な
表
現
を

基
に
し
た
解
釈
ノ
L
は
な
く
、
親
鶯
の
思
想
を
論
理
的
に
追
求
し
て
行

っ
た
結
果
、
導
き
禺
さ
れ
る
概
念
と
で
も
云
っ
た
方
が
よ
い
も
の
で

あ
る
が
、
親
鷺
は
も
っ
と
具
体
的
に
悪
人
を
考
え
て
い
た
。
親
鶯
は

何
故
か
猟
師
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
屠
兇
宝
蔵
伝
を
北
宋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

遵
式
の
西
方
往
生
略
伝
か
ら
書
抜
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
親
鷺
の
教
騒

に
猟
師
・
商
人
が
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
改
め
て
述
べ
な
い
が
、
初
期
真

宗
教
団
の
基
盤
を
耕
作
農
重
層
に
の
み
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
悪

人
正
機
の
悪
人
を
抑
圧
さ
れ
た
階
級
の
者
に
限
定
す
る
こ
と
と
同
様

に
、
妥
当
な
考
え
方
と
は
云
え
な
い
。

　
坂
東
本
で
改
訂
の
甚
し
い
の
は
、
宿
紙
を
用
い
た
僧
…
巻
と
、
巻
子

本
を
綴
込
ん
だ
化
身
土
末
巻
で
あ
る
が
、
化
身
土
巻
を
本
末
に
分
旨

し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
よ
う
に
・
な
っ
て
、
親
心
’
は
坂
東
本
全
体
の
構

成
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
当
初
は
教
。
行
・
信
。

証
・
真
仏
土
・
化
身
土
で
六
帖
で
あ
っ
た
が
、
第
六
巻
が
本
末
に
分

れ
る
と
、
七
帖
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
親
署
は
そ
れ
を
好

ま
な
か
っ
た
。
六
曜
の
弥
陀
名
号
を
璽
ん
ず
る
浄
土
教
徒
と
し
て
は

六
を
捨
…
て
て
、
　
・
七
を
取
る
こ
と
は
ノ
し
・
き
ゆ
な
か
つ
藷
裁
よ
・
り
ノ
し
あ
ワ
リ
。
止

む
な
く
親
捻
は
教
行
両
巻
を
合
冊
し
て
、
全
体
で
六
帖
の
形
を
維
持
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す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
教
巻
の
全
部
、
行
巻
の
首

部
を
4
0
ま
で
、
義
民
の
首
部
を
8
ま
で
｛
習
改
め
た
。
そ
の
際
に
本
文

を
補
訂
し
た
か
ど
う
か
。
対
校
す
る
史
料
が
な
い
の
で
明
確
に
は
云

い
得
な
い
が
、
書
直
し
の
分
量
が
す
く
な
い
別
巻
ぞ
は
、
お
よ
そ
の

こ
と
は
判
明
す
る
。
次
に
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
信
巻
で
、
こ
の
時
に
書
直
さ
れ
た
の
は
、
巻
首
の
百
四
十
五
字
の
別

序
、
十
一
字
の
主
導
、
三
百
二
十
九
字
の
親
鷺
の
自
釈
と
引
用
文
と

で
あ
る
。
書
慣
し
の
際
、
か
り
に
本
文
が
書
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
と

す
る
と
、
書
直
さ
れ
る
以
前
の
儀
巻
の
首
部
は
、
次
の
よ
う
な
形
態

ぞ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
ず
体
裁
で
あ
る
が
、
一
頁
八
行
書
き
の

袋
綴
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
　
二
十
に
は
百
二
十
字
か
ら
百
　
二
十
字

の
本
文
が
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
標
挙
は
他
の
諸
巻
ぞ

は
表
紙
の
次
の
紙
で
、
前
半
は
白
紙
の
後
半
に
書
か
れ
て
お
り
、
本

文
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
。
さ
て
百
四
十
五
字
の
別
序
、
三
百
二
十

九
字
の
本
文
を
一
頁
八
行
書
き
に
し
た
場
合
、
事
序
は
九
行
ほ
ど
で

よ
く
、
二
頁
目
は
一
行
ほ
ど
で
、
あ
と
は
余
白
と
な
る
。
本
文
は
二

十
二
行
ほ
ど
で
よ
く
、
三
頁
に
僅
か
足
ら
な
い
。
偶
数
頁
の
袋
綴
と

し
て
は
、
始
め
の
一
頁
を
余
白
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
別
序
の
余
白
が
多
い
こ
と
は
と
に
か
く
、
本
文
の
始
め
の
頁
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

白
と
云
う
の
は
、
異
例
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
本
文
に
改
訂
が
な

か
っ
た
と
云
う
最
初
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
僑
巻

の
こ
の
部
分
で
大
規
模
な
改
訂
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
は
、
語
序

は
別
と
し
て
、
自
釈
。
引
用
文
の
本
文
で
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

理
由
は
、
巻
首
は
各
巻
と
も
に
構
成
が
同
じ
で
あ
り
、
竜
巻
だ
け
が

別
の
構
成
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
一
頁
本
文
八
行
書
き
と
云
う
形
状
と
本
文
の
不
変
と
云
う
爾
方
の

前
提
を
同
時
に
満
足
さ
せ
る
唯
一
つ
の
考
え
は
、
書
直
さ
れ
る
以
前

の
信
巻
で
は
、
別
序
は
独
立
し
て
お
ら
な
い
で
、
信
巻
の
巻
首
に
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
玉
響
と
書
直
さ
れ
た
親
鶯
の
自
釈
と

引
用
文
を
通
計
す
る
と
、
四
百
七
＋
四
字
と
な
る
。
そ
れ
か
ら
重
複

す
る
内
題
十
五
字
を
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
残
り
四
百
五
十
九
字

は
、
そ
の
ま
ま
一
頁
八
行
書
き
四
頁
に
お
さ
ま
る
字
数
で
あ
る
。
票

数
の
問
題
が
解
決
す
る
以
上
、
別
序
の
文
は
は
じ
め
独
立
し
て
お
ら

ず
、
皇
儲
の
巻
首
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
不
都
合
ぞ
は
な
い
。
信

巻
に
限
っ
て
別
序
が
あ
る
こ
と
は
、
六
要
紗
が
す
で
に
問
題
に
し
て

お
り
、
確
か
に
異
例
で
あ
る
。
そ
れ
が
始
め
は
独
立
し
て
お
ら
ず
、
信

巻
の
う
ち
に
あ
っ
た
と
な
る
と
、
初
稿
本
や
書
写
当
初
の
坂
東
本
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
問
題
は
解
消
す
る
。
し
か
し
、
書
直
し
の
際
に
、
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何
故
に
親
藩
が
別
序
と
し
て
独
立
さ
せ
た
か
と
云
う
こ
と
は
や
は
り

解
決
さ
れ
な
い
。
そ
の
解
決
は
将
来
の
研
究
を
伸
譲
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
信
巻
の
こ
の
部
分
が
書
直
し
に
よ
っ
て
実
質
的

に
あ
ま
り
変
化
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
教
巻
と
行
巻
の

巻
首
の
書
直
し
の
分
も
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
よ
い

こ
と
で
あ
る
。

五

　
親
心
が
坂
東
本
を
改
訂
し
た
場
合
の
う
ち
、
宿
紙
を
用
い
た
揚
合

や
も
と
巻
子
本
の
書
抜
き
を
そ
の
ま
ま
に
綴
込
ん
だ
定
心
、
そ
れ
に

本
文
を
改
め
ず
に
た
だ
書
直
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
四
で
説
明
し

た
が
、
本
交
を
添
削
し
た
結
果
、
本
文
の
字
数
が
前
よ
り
減
少
し
、

本
紙
全
部
を
書
直
し
た
盛
合
、
本
紙
全
部
を
書
直
さ
ず
に
、
袋
綴
を

切
開
い
て
、
削
除
す
る
部
分
を
切
取
り
、
追
加
す
る
自
釈
や
引
用
文

を
切
開
き
に
よ
っ
て
薪
た
に
現
わ
れ
た
紙
背
に
書
込
ん
だ
揚
合
に
つ

い
て
は
、
そ
の
数
が
多
く
、
状
態
竜
ま
ち
ま
ち
な
の
で
、
全
体
を
通

観
す
る
よ
う
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
文
を
添
削

し
た
と
云
っ
て
も
、
引
用
の
経
疏
が
増
減
す
る
に
止
ま
っ
た
揚
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

書
誌
学
的
な
研
究
と
し
て
は
同
様
に
重
要
で
あ
る
が
、
巻
添
史
的
な

観
点
か
ら
云
え
ば
、
添
削
の
範
囲
が
親
鶯
の
私
釈
に
及
ぶ
場
合
の
方

が
、
は
る
か
に
重
面
女
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
引
照
…
文
の
増
滅

だ
け
の
揚
合
を
省
き
、
私
釈
に
関
係
の
あ
る
書
直
し
の
揚
合
に
限
っ

て
、
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
本
紙
金
部
を
書
直
し
た
揚
合
か
ら
述
べ
る
と
、
そ
れ
に
当

る
揚
合
は
少
く
、
信
巻
6
1
～
6
2
（
8
＝
ハ
一
i
一
六
二
）
の
七
化
機
、
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

治
機
に
関
す
る
自
釈
と
、
化
身
土
本
巻
8
7
～
8
8
（
E
八
六
一
八
七
）
の

元
仁
元
年
の
唐
釈
で
あ
る
。
両
方
と
も
に
袋
綴
で
、
信
巻
の
分
は
四

行
、
化
身
土
本
・
巻
の
分
は
十
行
本
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
信
…
巻
の
方

は
怠
癖
と
云
っ
て
も
、
そ
の
大
半
は
経
典
の
引
用
で
あ
る
。
削
減
さ

れ
た
十
二
行
約
百
八
九
十
字
の
本
文
は
こ
と
に
よ
る
と
引
用
の
経
典

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
化
身
土
本
巻
の
削
減

は
六
行
九
十
五
六
字
で
あ
る
が
、
自
重
の
構
成
が
複
雑
で
あ
り
、
教

行
信
証
の
著
述
年
時
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
だ
け
に
重
要
で
あ
る
。

”
て
れ
に
つ
い
て
一
次
に
「
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
・
り
。

　
ま
ず
最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
教

行
信
証
の
元
仁
元
年
の
こ
の
部
分
を
取
扱
つ
た
学
者
は
、
小
川
氏
を

除
い
て
、
例
外
な
く
、
こ
の
部
分
は
坂
東
本
が
書
写
さ
れ
た
当
初
か

ら
、
い
ま
見
る
形
ぞ
坂
東
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
の
前
提
に
立
つ
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教行信証（坂東本）について（赤；松）

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
致
だ
け
を
云
え
ば
、
こ
の
部
分
の
そ
れ
は
、

一
頁
八
行
書
き
の
部
分
と
同
一
で
あ
る
。
書
か
れ
た
時
期
は
大
差
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
部
分
が
一
頁
五
行
書
き
の
袋
綴
で
あ
る

以
上
、
書
直
し
て
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
事
実
と
し
て
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
に
本
文
が
六
行
九
十
五
六
字
も
減
少
し
て

い
る
。
従
っ
て
書
直
さ
れ
な
い
以
前
の
坂
東
本
の
こ
れ
に
当
る
部
分

は
、
書
直
さ
れ
た
後
の
坂
東
本
と
は
か
な
り
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ

る
と
、
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
は
書
直
さ
れ
な
い

以
前
の
坂
東
本
の
こ
の
部
分
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
と
同
じ
く
化
身
土
本
巻
の
こ
の
部
分
を
書
直

し
と
見
る
小
川
氏
は
、
単
に
大
改
訂
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
参
照

す
る
資
料
が
外
に
な
い
の
で
、
小
川
氏
と
し
て
は
立
入
つ
た
議
論
を

差
控
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
重
要
な
問
題
で
あ

り
、
参
照
史
料
も
絶
無
で
は
な
い
か
ら
、
私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と

に
し
よ
う
Q

　
ま
ず
第
一
に
開
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
親
轡
岬
は

こ
の
と
こ
ろ
で
何
を
述
べ
よ
う
と
し
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

「
詣
れ
ば
臓
悪
濁
世
の
群
生
、
宋
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威

儀
を
殿
る
、
今
の
時
の
道
俗
己
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
、
三
時
教
を
按

ず
れ
ば
、
如
来
般
浬
桑
の
時
代
を
勘
ふ
る
に
、
周
の
第
五
の
主
面
王

五
十
｝
年
壬
申
に
当
れ
り
。
其
の
壬
申
よ
り
我
元
仁
■
元
年
甲
申
に
至

る
ま
で
工
千
一
百
八
十
三
歳
也
」
と
親
鶯
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、

い
ろ
い
ろ
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
の
べ
た
が
、
紹
介
し
た

三
説
は
、
相
互
に
何
の
連
絡
を
持
っ
て
い
な
い
と
云
っ
て
も
よ
い
ほ

ど
に
、
相
違
し
て
い
る
。
何
故
に
一
つ
の
文
章
が
こ
の
よ
う
に
人
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
一

半
は
親
鶯
の
文
章
に
存
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
今
の
・
文
出
馬
は
壼
司
直
さ
れ
る
払
剛
に
比
べ
て
、
　
六
行
九
十
ム
五
六
字
も

削
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
文
意
の
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
妙
、
い
ろ

い
ろ
の
解
釈
を
生
む
原
因
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
責
任
の
一
半
は
概
究
者
の
側
に
も
あ

る
。
親
鷺
は
何
を
こ
こ
で
云
い
表
わ
そ
う
と
し
た
か
を
、
こ
の
自
釈

の
す
ぐ
前
、
化
身
土
本
巻
の
8
3
（
E
八
一
）
の
坂
東
本
書
写
当
初
の
形

を
保
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
「
正
真
の
教
意
に
拠
っ
て
、
古
徳
の
伝
説

を
披
く
、
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
再
開
し
て
、
邪
偽
言
執
を
教
毒
す
、

如
来
浬
婆
の
時
代
を
翻
決
し
て
、
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と

述
べ
、
明
瞭
に
云
い
現
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
研
究
者
は
そ
れ
に

従
う
と
せ
ず
に
、
穿
つ
た
推
測
の
説
を
樹
て
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
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い
ろ
い
ろ
の
解
釈
が
生
れ
た
の
ぞ
あ
る
。
親
驚
が
問
題
の
・
文
章
で
述

べ
よ
う
と
し
た
の
は
、
諸
説
が
あ
る
釈
尊
入
滅
の
年
代
を
考
え
て
、

そ
の
一
つ
を
選
び
、
正
像
末
三
時
の
旨
際
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す

る
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
あ
る
文
章
で
は
、
釈
尊
入

滅
の
年
代
を
勘
決
す
る
と
云
う
重
要
な
こ
と
が
省
か
れ
て
い
る
。
親

、
磁
が
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
引
用
し
て
い
る
末
法
燈
明
記
に
は
、
釈
尊
入

滅
年
時
に
つ
い
て
、
周
穆
王
五
十
一
年
壬
申
と
匡
王
丸
年
壬
子
の
両

説
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
闇
に
三
百
四
十
年
の
隔
た
り
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
。
親
鶯
は
壬

申
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
。
こ
と
に

よ
る
と
書
直
し
の
際
に
削
ら
れ
た
九
十
五
六
字
の
本
文
の
う
ち
に
、

勘
決
の
文
章
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
元
仁
元
年
甲
申
が
こ
の

と
こ
ろ
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
釈
尊
の
入
滅
が
壬
申
と
勘
決
さ
れ
た

こ
と
に
関
係
が
あ
り
、
竜
し
壬
子
と
勘
決
さ
れ
た
な
ら
、
甲
申
の
元

仁
元
年
に
ど
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
恐
ら
く
引
用
さ

れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
元
仁
一
7
6
年
の
引
用
は
干
支
に
関
係
あ
る
と

し
て
、
元
仁
元
年
甲
申
か
ら
次
の
申
歳
の
嘉
禎
二
年
ま
で
の
間
を
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

行
信
証
の
撰
述
年
次
と
考
え
た
禿
諦
平
氏
の
説
は
、
い
ま
ま
で
あ
ま

り
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
際
改
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
だ
し
撰
述
年
次
と
氏
が
考
え
た
こ
と
だ
け
は
改
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
元
仁
元
年
か
ら
嘉
禎
二
年
の
聞
は
、
厳

密
に
云
う
と
、
坂
東
本
の
こ
の
部
分
が
書
直
さ
れ
た
時
期
と
云
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
坂
東
本
の
書
写
は
そ
れ
よ
り
前
に
当
然
行

わ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
初
稿
本
の
成
立
は
更
に
湖
り
、
こ
と
に
よ
る

と
元
仁
元
年
よ
り
以
前
で
あ
る
か
屯
知
れ
な
い
。
書
直
さ
れ
な
い
以

前
の
坂
東
本
、
す
な
わ
ち
初
稿
本
に
は
、
こ
の
と
こ
ろ
に
元
仁
元
年

以
外
の
年
号
、
建
暦
二
年
壬
申
が
引
用
さ
れ
て
い
た
か
竜
知
れ
な
い

か
ら
ぞ
あ
る
。

　
坂
東
本
の
初
稿
本
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
指
標
は
な

い
が
、
小
川
氏
が
土
御
門
院
を
今
上
と
し
て
い
る
の
に
注
目
し
て
、

土
御
門
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
寛
喜
三
年
以
前
の
成
稿
と
考
え
た
の

は
、
　
一
つ
の
見
方
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
注
意
す
べ
き

こ
と
は
親
出
細
の
現
在
過
去
に
つ
い
て
の
表
現
は
そ
れ
ほ
ど
正
確
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
側

い
こ
と
ぞ
あ
る
。
後
序
の
選
択
集
付
属
に
関
連
し
て
、
「
本
師
聖
人
、

今
年
は
七
旬
三
の
御
歳
な
り
」
と
書
い
た
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
坂
東
本
の
書
写
年
代
な
ど
を
考
え
る
と
、
初
稿
本

が
お
そ
く
と
も
寛
喜
三
年
以
前
に
成
立
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、

妥
当
な
見
方
で
あ
る
。
寛
喜
三
年
と
云
え
ば
、
そ
の
四
月
十
一
日
に
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行信証（坂東：本）について（赤松）

親
撚
が
有
名
な
夢
を
見
た
年
で
あ
る
。
東
京
大
学
の
川
崎
庸
之
氏
は

そ
れ
を
以
っ
て
親
鍵
の
回
心
と
し
、
濫
行
信
証
は
そ
の
後
に
継
述
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
解
釈
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
屯
し
自
信
教
人
群
の
確
信
が
で
き
た
時
を
云
う
な
ら
、
三
部
経

読
講
を
思
い
立
ち
中
止
し
た
建
保
二
年
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
文
改
訂
に
当
っ
て
、
本
紙
全
部
を
書
直
さ
ず
に
、
削
除
す
る
部

分
を
切
り
取
り
、
書
入
れ
る
部
分
は
以
前
折
合
わ
さ
れ
て
い
た
紙
裏

に
書
込
ん
だ
場
合
の
う
ち
、
そ
の
う
ち
に
親
鷺
の
縦
穴
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　

い
る
も
の
は
、
割
賦
に
す
く
な
く
、
行
巻
の
2
～
3
（
A
｝
二
七
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

四
）
、
真
仏
土
巻
の
6
9
～
7
2
（
D
六
三
一
六
六
）
、
化
身
土
本
巻
の
1
5
～

18

i
E
一
三
一
＝
ハ
）
、
　
4
3
～
4
4
（
E
四
一
i
四
二
）
　
末
巻
の
9
5
～
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
九
五
一
一
〇
〇
）
で
あ
る
。
行
巻
の
1
7
～
2
0
（
A
＝
七
i
一
二
〇
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

雁
皮
紙
を
用
い
、
全
文
書
直
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
折
目
綴
で
あ
っ

て
、
上
に
あ
げ
た
五
つ
と
は
条
件
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
改
訂
の
結

果
、
本
文
の
字
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
、
こ
の
と

こ
・
わ
で
併
せ
て
述
べ
る
こ
と
に
∵
す
ワ
○
。

　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
行
巻
の
1
2
～
1
3
（
A
＝
【
七
i
⊥
三
四
）
は
工
芸
偶
の
並
剛
に
当
り
、

二
黒
別
丁
説
に
つ
い
て
の
論
争
で
、
別
撰
、
辞
別
撰
の
双
方
の
論
者

か
ら
引
用
さ
れ
た
「
凡
そ
誓
願
に
就
て
、
真
実
の
行
信
有
り
、
方
便

の
行
信
有
り
、
其
の
真
実
の
行
願
は
諸
仏
称
名
の
顯
な
り
、
其
の
真

実
の
信
願
は
至
心
信
楽
の
願
な
り
、
還
れ
乃
ち
選
択
本
願
の
行
信
な

り
。
其
の
…
機
は
則
ち
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
な
り
、
往
生
は
則
ち
難
思

議
往
生
な
り
、
仏
土
は
測
ち
紫
雲
報
土
な
り
、
斯
れ
乃
ち
誓
願
不
可

思
議
識
一
実
三
型
海
な
り
、
大
無
量
寿
経
の
宗
致
、
他
力
真
宗
の
正
意

な
り
」
が
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
結
城
氏
は
こ
の
部
分
を
革

巻
成
立
後
の
加
筆
と
し
た
の
に
対
し
、
花
忍
氏
は
草
稿
の
ま
ま
の
部

分
で
あ
る
と
し
、
結
城
氏
の
説
の
成
立
が
困
難
な
理
・
田
と
し
て
い

る
。
行
巻
の
珈
～
雛
（
8
…
二
七
一
＝
…
…
四
）
は
、
塒
～
羅
だ
け
蚕

頁
本
文
三
行
書
き
で
、
あ
と
は
全
部
八
行
書
き
で
あ
り
、
筆
致
も
坂

東
本
の
当
初
に
書
写
し
た
部
分
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
坂
東
本
全
部

を
袋
綴
と
し
て
印
刷
し
た
大
正
十
一
年
の
コ
ロ
タ
イ
プ
版
で
は
、
坂

東
本
が
当
初
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
形
を
保
っ
て
い
る
一
頁
本
文
八
行

書
き
袋
綴
の
部
分
と
区
別
ぞ
き
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
花
山
氏

が
草
稿
筆
と
判
断
し
た
の
も
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
事
実
こ
の
部
分
は
全
部
切
「
紙
の
表
裏
両
面
書
き
で
あ
り
、
後
か

ら
の
書
直
し
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
ぞ
あ
る
。
山
勘
別
書
説

に
対
す
る
反
証
へ
の
解
説
に
結
城
氏
が
指
摘
し
た
こ
と
が
、
　
一
部
事

実
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
。
た
だ
結
城
氏
は
「
凡
そ
誓
願
に
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就
て
真
実
の
行
信
有
り
、
亦
方
便
の
行
信
有
り
」
の
自
釈
だ
け
が
信

江
別
撰
後
の
加
筆
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
表
裏
書
き
の
部
分
は
そ

の
前
後
の
膚
釈
に
も
及
ん
で
お
り
、
真
実
の
行
信
、
方
便
の
行
信
に

つ
い
て
の
自
釈
だ
け
が
書
直
さ
れ
た
の
ぞ
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
点
で
は
結
城
氏
の
論
を
そ
の
ま
ま
に
受
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
必
要
な
こ
と
は
、
当
面
の
論
争
に
惑
わ
れ
な
い
で
、
坂
東

本
の
実
態
に
基
づ
い
て
判
断
し
、
ど
の
自
象
が
坂
東
本
が
当
初
書
写

さ
れ
た
ま
ま
の
形
を
保
っ
て
お
り
、
ど
の
自
訴
が
後
か
ら
の
書
入
れ

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
昂
る
。
行
巻
の
喫
A
三
七
）

は
当
初
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
鵬
に
続
い
て
、
機
能
霜
対
が
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
明
ら
か
に
し
、
裏
面
の
1
2
の
第
二
行
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
部

分
は
坂
東
本
に
当
初
か
ら
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
卿
は
坂
東
本
が
当
初
に
書
写
せ
ら
れ
た
時
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12

ﾍ
、
書
直
し
の
際
に
折
国
を
切
開
い
て
、
1
2
の
裏
に
書
入
れ
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
鵬
～
鵬
（
A
一
三
三
一
一
三
四
）
の
「
是

を
以
っ
て
知
恩
報
徳
の
為
に
宗
師
の
釈
を
披
ら
き
た
る
に
著
く
、
論

れ
菩
薩
は
仏
に
帰
す
、
孝
子
の
父
母
に
帰
し
、
忠
臣
の
君
后
に
帰
し

て
動
静
巳
に
非
ず
、
禺
没
必
ず
由
あ
る
が
如
し
、
恩
を
知
て
徳
を
報

ず
、
理
宜
し
く
先
づ
啓
す
べ
し
、
又
所
願
軽
か
ら
ず
、
若
し
如
来
威

神
を
貸
し
た
ま
は
ず
ば
、
将
に
何
を
以
て
か
達
せ
む
と
す
る
。
神
力

を
乞
画
す
、
所
以
に
仰
て
告
ぐ
と
」
の
自
象
は
、
書
直
さ
れ
て
い
な

い
鵬
の
「
慮
れ
ば
大
聖
の
真
言
に
帰
し
、
大
祖
の
解
釈
に
閲
し
て
、

仏
恩
の
深
遠
な
る
を
信
知
し
て
、
正
身
念
仏
偶
を
作
」
る
の
自
釈
に

関
連
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
釈
も
坂
東
本
に
当
初
か
ら
収
め
ら
れ
て

い
た
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
よ
る
と
鵬
は
、
坂
東
本
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

当
初
書
写
せ
ら
れ
た
ま
ま
の
部
分
ぞ
あ
っ
て
、
3
は
本
紙
の
一
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

切
捨
て
た
後
に
、
そ
の
裏
に
書
か
れ
た
竜
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
う
な
る
と
、
．
書
直
し
の
際
に
、
新
た
に
書
入
れ
ら
れ
た
可
能
性

の
あ
る
の
は
、
先
に
あ
げ
た
真
笑
の
行
信
、
、
方
便
の
行
信
の
自
釈
と
、

　
　
　
　
　

そ
の
前
の
2
の
「
敬
て
一
切
往
生
人
等
に
膚
さ
く
」
云
々
の
相
器
と

　
　
　
　
1

云
う
ζ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
次
の
こ
と
か
ら
も
推
定
せ

ら
れ
る
。
書
直
さ
れ
な
か
っ
た
機
教
に
相
対
あ
り
の
自
釈
は
、
2
8
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
り
　
　
ベ

第
二
行
の
約
四
分
の
三
を
占
め
て
い
る
。
1
3
～
1
3
の
「
臨
疋
を
以
て
知

恩
報
徳
の
為
に
」
の
自
釈
は
五
行
…
半
の
野
口
亙
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

爾
者
を
合
せ
る
と
七
行
余
り
と
な
り
、
一
頁
八
行
に
は
十
字
余
り
不

足
す
る
。
し
か
し
書
直
し
の
際
に
は
、
書
改
め
な
い
予
定
の
本
文
で

も
、
行
数
な
ど
の
関
係
ぞ
、
本
文
の
一
部
を
削
除
す
る
と
云
う
こ
と

も
起
り
得
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
両
方
の
寓
釈
が
続
い
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教行信議（坂策本）について（赤松）

て
一
頁
を
占
め
て
い
た
と
考
え
て
屯
、
よ
い
で
あ
ろ
う
。
、

　
僑
巻
別
当
蕃
別
撰
の
論
争
の
際
に
、
双
方
の
論
者
が
引
用
し
た
化

身
土
本
巻
の
「
横
磯
は
本
願
を
憶
念
し
て
嵐
力
の
心
を
薫
る
。
是
を

出
超
他
力
と
名
づ
く
る
な
り
、
流
れ
即
ち
専
の
中
の
専
、
頓
の
・
甲

の
頓
、
真
の
中
・
の
真
、
乗
中
の
一
乗
な
り
、
斯
れ
乃
ち
真
宗
な
り
、

己
に
真
実
行
の
申
に
顕
し
畢
り
ぬ
」
の
自
習
の
載
っ
て
い
る
4
3
～

44

i
E
四
「
i
四
二
）
も
、
本
文
八
行
表
裏
書
き
で
あ
っ
て
、
坂
東
本

が
書
直
さ
れ
た
後
の
書
直
し
で
あ
る
。
こ
の
二
合
、
4
3
は
坂
東
本
が

当
初
に
書
写
さ
れ
た
ま
ま
の
分
で
あ
り
、
4
4
は
袋
綴
の
折
目
を
切
開

い
て
、
そ
の
裏
に
書
写
さ
れ
た
と
竜
、
ま
た
逆
に
、
4
4
が
当
初
の
ま

ま
で
あ
っ
て
、
4
3
が
書
直
し
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
筆
致
や
紙

質
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、
4
4
が
書
直
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
事
実

に
当
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
横
超
の
自
釈
は
書
直
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
書
直
し
の
範
團
は
、
恐
ら
く
字
句
の
修

正
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
六
要

妙
に
よ
る
と
、
こ
の
自
釈
は
前
に
説
明
し
た
風
巻
2
7
～
3
4
と
密
接
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

関
係
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
双
方
が
同
じ
く
書
直
さ
れ
て
い
る

こ
ど
は
、
教
行
儒
証
の
構
成
を
考
え
る
上
に
無
視
ぞ
き
な
い
事
実
で

あ
る
。

　
真
仏
土
巻
甜
～
7
2
（
D
穴
一
鳳
一
山
ハ
山
ハ
）
、
化
身
土
本
巻
1
5
～
1
8
（
E

㎜
五
i
…
八
）
　
の
肉
釈
の
変
動
は
小
規
模
で
あ
る
。
化
身
上
末
巻
9
5

　
む
～
1
0
（
F
九
五
－
一
〇
〇
）
は
後
序
の
後
半
で
、
親
誤
伝
の
重
要
な
資

料
で
あ
る
が
、
切
紙
の
両
面
書
き
が
三
枚
続
き
、
明
ら
か
に
後
の
書

直
し
で
あ
る
。
た
だ
書
直
さ
れ
る
前
の
文
章
を
推
定
す
る
手
懸
り
が

な
い
。
以
上
三
つ
の
書
直
し
の
時
代
は
坂
東
本
が
当
初
書
写
さ
れ
た

時
と
余
り
違
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
後
に
な
っ
て
書
颪
さ
れ
た

の
は
行
巻
1
7
～
2
0
（
A
一
　
七
一
＝
一
〇
）
の
雁
皮
紙
表
裏
爾
面
書
き
の

　
　
　
　
－
　
　
　
肇
よ

分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
八
行
約
百
二
十
字
が
書
足
さ
れ
た
は
ず

ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
が
、
書
直
さ
れ
て
い
な
い
1
1
に
続
く
濡
土
熱
註
と
、
同
じ
く
書

直
さ
れ
て
「
な
い
撚
へ
続
く
浬
蔵
経
は
、
本
志
の
異
動
は
な
か
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
残
る
の
は
元
照
の
五
十
六
字
の
観
経
疏
と
、
蒼
十
八

字
の
一
乗
海
に
つ
い
て
の
自
釈
で
あ
る
が
、
字
数
か
ら
し
て
、
増
加

し
た
の
は
註
釈
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
行
信
証
で
は
特
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
親
鶯
の
自
誓
の
う
ち
に
、
教
行
信
証
が
始
め
て
成
立

し
た
当
時
に
は
、
ま
だ
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
こ
と
に
そ
の
な
か
に
行
信
の
問
題
に
関
す
る
重
要
の
自
縛
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
困
難
な
こ
の
間
題
の
追
求
を
坂
東
本
以
前

63　（503）



に
湖
っ
て
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
云
え
よ

う
。
結
城
氏
の
発
表
に
よ
っ
て
新
し
い
課
題
を
見
遣
し
た
真
宗
学

が
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
困
難
な
こ
の
問
題
と
取
組
ん
で
、
親
擢

の
思
想
発
展
の
あ
と
を
開
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
精
進
す
る
こ
と
を

希
望
し
て
止
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
一
年
九
月
二
十
二
二
了
）

註①
　
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
勢
潤
丈
の
曲
宥
出
侶
は
み
な
私
が
つ
ね
つ
ね
灘
＋
愚
を
受
け
て

　
い
る
先
学
同
学
の
方
で
あ
り
、
論
文
を
引
用
す
る
時
に
は
、
艶
語
な
ど
を
注

　
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
　
一
方
親
購
に
対
す
る
用
語
も
あ
っ
て
、
使
い
分
け
が

　
困
難
な
の
で
、
両
方
共
に
一
切
敬
語
を
つ
け
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め

　
に
礼
を
失
す
る
揚
合
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
論
交
を
自
由
に
批
判
す
る
こ

　
と
と
一
緒
に
、
容
赦
を
お
願
い
す
る
。

②
　
辻
善
之
助
氏
著
「
親
影
踏
人
筆
跡
之
研
究
偏
大
正
九
年
刊
行
参
照
。

③
中
沢
見
朋
氏
碧
「
莫
宗
源
流
史
論
」
所
収
論
交
「
高
田
專
修
寺
所
蔵
の
見

　
聞
焦
㎝
と
鋤
駄
行
信
証
成
立
の
時
代
に
就
い
て
」
参
照
。

④
大
谷
大
学
所
蔵
写
本
の
熔
奥
書
に
「
寛
元
五
年
二
月
五
再
、
以
善
信
出
入

　
御
事
筆
秘
本
、
加
書
写
、
校
会
詑
、
丈
義
細
紐
等
重
委
註
了
、
今
年
聖
人
七

拾
五
歳
也
、
隠
倫
蒙
（
　
琶
」
・
あ
・
．

⑤
中
沢
見
明
氏
著
「
史
上
の
親
獲
」
第
七
章
第
八
章
参
照
。

⑥
禿
諦
往
懸
詞
「
行
信
の
体
系
的
研
究
」
二
瓢
○
、
一
三
閤
頁
参
照
。

⑦
　
桑
畑
文
化
研
究
会
編
「
制
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
」
所
収
、
山
海
円
遵
氏
砥
融

　
す
〃
「
親
鷺
の
立
揚
と
教
行
一
信
証
の
裡
い
述
」
参
照
。

⑧
二
葉
憲
香
氏
著
「
三
二
の
人
悶
像
」
参
照
。

⑨
　
慶
華
文
化
研
兜
会
編
欝
教
行
一
僑
｝
証
撰
述
の
研
究
」
所
…
収
、
大
原
性
実
氏
礁
繭

　
山
叉
「
教
行
一
信
い
露
坐
絵
迩
年
時
の
問
題
」
参
照
。

⑩
慶
華
浄
化
研
究
会
編
「
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
偏
所
収
、
結
城
命
聞
歌
論

　
識
叉
「
耕
杁
行
儒
…
証
信
巻
別
擢
訟
鯛
の
要
巳
鑓
」
参
照
。

⑪
六
要
鉛
第
三
（
本
）
（
真
宗
聖
教
全
書
本
七
一
頁
）
参
照
。

⑫
　
慶
華
文
化
研
究
会
編
「
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
」
所
収
、
穴
江
淳
誠
氏
論

　
山
又
「
教
行
信
紳
砒
信
巻
瑚
撰
説
の
批
鰍
制
」
参
照
。

⑬
　
註
一
〇
参
照
。

⑭
　
慶
藪
L
又
化
研
究
会
編
「
教
行
信
証
撰
述
の
研
究
」
所
収
。

⑯
　
撰
号
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
と
が
元
仁
元
年
撰
述
の
有
力
な
る
反
証
と
な
る

　
と
云
う
こ
と
は
、
も
っ
と
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

⑯
　

「
古
一
宗
研
究
」
第
一
輯
所
…
収
再
野
環
氏
臨
繭
丈
「
細
挙
行
信
証
化
身
土
巻
の
由
自

　
写
延
設
貸
本
の
零
残
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
坂
東
本
と
耀
…
識
す
る
化
身
事
漁
替

　
の
延
欝
の
育
写
本
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
帯
賞
写
と
靭
㎎
め
ら
れ
る

　
が
、
零
本
で
あ
り
、
坂
二
本
・
の
異
太
・
の
灘
富
兄
を
将
来
に
期
待
し
て
も
、
果
し

　
て
協
え
ら
れ
る
か
、
疑
問
で
あ
ろ
う
。

⑰
中
沢
氏
は
「
史
上
の
二
曲
」
第
五
章
七
五
頁
で
選
択
集
附
嘱
を
伝
え
て
い

　
る
耐
教
行
信
証
の
後
序
の
文
を
仔
細
に
検
討
し
、
そ
の
後
で
初
め
て
附
嘱
｝
を
事

　
実
と
し
て
い
る
。

⑲
　
親
欝
の
俗
姓
に
つ
い
て
は
、
伝
絵
の
所
伝
に
誤
り
な
い
こ
と
を
、
山
田
丈

　
昭
氏
が
先
ず
実
証
し
た
。
嗣
欝
病
「
真
宗
交
稿
」
所
収
論
丈
「
親
搬
聖
人
及

　
び
そ
の
自
恕
偏
参
照
。
中
沢
見
明
氏
も
山
田
氏
の
意
見
を
認
め
た
。
同
氏
著
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教行信証（坂東本）について（淘蚕）

　
「
真
宗
源
流
史
論
」
所
…
収
臨
袖
山
叉
「
御
伝
鉛
の
酷
宿
罪
と
親
轡
謂
伝
記
」
参
照
。
山

　
碑
氏
が
論
拠
と
し
た
の
は
、
尊
卑
分
脈
の
な
か
の
一
系
図
で
あ
る
が
、
高
閏

　
専
修
寺
に
は
門
聖
入
御
俗
…
姓
」
と
題
の
あ
る
鎌
倉
桝
時
代
末
期
の
系
図
が
あ
り
、

　
そ
れ
に
は
義
絶
さ
れ
た
親
騰
の
祖
父
経
勢
が
書
か
わ
て
い
る
。
六
角
堂
の
夢

　
箭
に
つ
い
て
は
、
古
バ
仏
が
書
い
た
加
耕
騰
夢
記
が
発
見
さ
わ
、
覚
如
の
親
書
伝

　
絵
は
そ
れ
を
史
料
と
し
て
、
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
“
κ
。

⑩
　
中
沢
見
明
氏
葡
者
「
粛
恋
示
源
流
史
紘
繭
」
所
収
論
…
丈
「
選
択
相
伝
の
御
影
に
つ

　
い
て
」
参
照
。

⑳
　
昭
和
十
七
年
の
秋
、
私
は
西
本
・
願
寺
当
局
の
要
望
に
よ
っ
て
、
山
守
宝
全
部

　
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
龍
谷
大
堅
剛
か
ら
は
禿
氏
祐
祥
・
素
論
円
遵
の
両
氏
が

　
調
査
に
立
会
い
、
西
本
願
寺
か
ら
は
故
上
原
並
労
太
郎
氏
が
そ
の
事
｝
勝
に
当
つ

　
た
。
こ
の
謁
査
で
新
た
に
注
意
さ
れ
た
も
の
は
多
く
あ
る
が
、
親
鷺
の
真
蹟

　
と
し
て
は
、
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
の
集
鍵
と
鳥
龍
山
師
屡
冤
宝
蔵
伝
で

　
あ
る
。
私
は
観
小
両
経
集
註
を
見
て
、
す
ぐ
禿
氏
・
宮
略
両
氏
に
、
親
鞭
…
の
霞

　
筆
に
相
違
な
い
こ
と
、
筆
致
か
ら
判
断
す
る
と
、
壮
年
の
筆
蹟
と
認
め
ら
れ

　
サ
の
と
出
思
霞
兄
を
述
べ
た
が
、
　
｝
陶
氏
此
ハ
に
軍
立
成
し
な
か
「
つ
た
。
　
甲
両
氏
が
闘
剛
馨
し
た

　
感
環
学
院
の
富
バ
宗
関
係
の
聰
鵡
教
調
査
に
は
、
こ
の
両
経
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

　
か
ら
、
両
氏
と
亀
当
「
時
は
私
隅
冨
様
に
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

　
い
。
そ
れ
が
後
日
、
温
覚
讃
塵
事
の
浄
土
鷲
一
部
経
と
対
照
し
、
両
方
の
巻
頭
に
四

　
声
点
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
、
禿

　
氏
・
宮
略
両
氏
亀
踊
字
鷺
の
雷
バ
蹟
で
あ
る
こ
と
を
講
躍
め
る
よ
う
に
な
り
、
般
舟

…讃

ｪ
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
坂
東
本
・
以
晶
剛
に
写
さ
れ
た
こ
と
を
承

　
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
調
査
の
責
任
者
で
あ
り
、
最
初
に
真
蹟

　
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
充
者
と
し
て
、
当
時
の
事
情
を
認
録
し
て
お
く
。

⑳
　
聖
慮
自
筆
の
観
経
…
集
註
に
引
用
さ
れ
て
い
る
楽
邦
交
糖
ハ
は
一
句
だ
け
で
あ

　
つ
て
、
朱
で
書
か
れ
て
い
る
。
解
説
を
書
い
た
禿
氏
二
番
氏
は
こ
の
部
分
は

　
後
か
ら
の
書
入
れ
と
し
て
い
る
。
集
註
の
朱
書
に
は
書
入
れ
の
部
分
は
あ
る

　
が
、
そ
れ
は
筆
敷
が
本
丈
と
異
な
っ
て
い
る
。
楽
邦
丈
類
の
引
用
さ
れ
て
い

　
る
と
こ
ろ
の
筆
致
は
本
曇
と
圃
二
で
あ
り
、
時
間
を
冊
隔
て
て
後
か
ら
の
欝
入

　
れ
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
三
輪
は
以
前
に
楽
邦
文
類
を
続
ん
だ

　
に
絹
違
な
く
、
集
註
に
は
般
舟
讃
が
引
用
さ
れ
ず
に
、
愚
婦
丈
類
が
引
用
さ

　
れ
て
い
る
以
上
、
般
舟
讃
よ
り
先
に
読
ん
だ
と
解
釈
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

⑳
　
楽
譜
丈
類
と
溜
教
行
信
証
の
閣
…
係
に
つ
い
て
は
、
宮
晦
m
Ω
遷
氏
が
註
⑦
掲
載

　
の
紘
禰
丈
で
、
存
覚
が
六
要
紗
や
歎
徳
轟
久
で
指
摘
し
て
以
来
、
漁
木
邦
L
又
類
の
影

　
郷
管
を
没
却
し
な
い
こ
と
は
、
学
界
の
通
念
で
あ
る
と
し
て
、
具
体
的
に
説
明

　
し
て
い
る
。

⑳
　
坂
東
本
を
解
隠
し
た
際
に
注
意
さ
れ
た
事
実
は
、
禿
氏
祐
瓢
黒
氏
に
よ
っ
て

　
発
由
表
さ
れ
て
い
る
。
膚
慶
華
善
化
研
究
会
編
「
教
課
信
証
撰
述
の
研
究
」
所
一
五

　
禿
氏
祐
祥
謬
論
山
塊
「
教
課
信
証
の
霞
筆
晶
単
稿
本
」
参
一
照
。

⑳
　

「
高
国
教
磁
†
」
第
一
号
所
収
、
山
影
庸
兀
明
窓
論
丈
「
高
田
伝
来
の
教
行
証

　
富
パ
本
・
を
轡
尋
ね
て
」
参
照
。

⑳
　
こ
れ
’
は
私
が
仮
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
照
門
鳶
凧
一
の
子
覚
宙
脚
は
家
光
の
猶
子
で
あ
っ
た
と
、
霊
q
如
の
時
川
代
か
ら
伝
え

　
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
伝
で
あ
っ
て
、
光
国
の
猶
子
に
な
っ
た
の

　
で
あ
ろ
う
と
、
宮
崎
氏
が
述
べ
て
い
る
。
そ
の
論
凹
文
は
い
ま
お
ぼ
え
出
　
せ
な

　
い
の
で
、
掲
載
雑
㎜
誌
を
明
記
で
潅
な
い
。

⑰
　
坂
東
本
の
所
在
を
示
す
の
に
は
、
近
く
刊
行
の
薪
コ
ロ
タ
イ
プ
版
の
頁
附

　
に
よ
っ
た
。
鋒
用
数
字
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
利
用
者
の
便
宜
を
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考
え
、
法
蔵
館
発
行
の
縮
捌
版
の
頁
臆
想
A
五
五
－
五
六
と
し
て
併
試
す
る

　
こ
と
に
し
た
。

⑳
　
　
甜
教
行
信
御
砒
は
一
行
四
十
－
四
四
＋
乃
至
十
－
山
群
字
で
山
の
矧
O
の
冒
か
晶
皆
通
で
あ
る
が
、
　
雑

　
の
雁
皮
紙
の
分
は
一
行
二
十
二
字
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
行
一
画
竜
九
行
で
一
行

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　

　
増
え
て
い
る
。
1
1
～
1
1
の
一
行
一
の
字
数
竜
字
数
は
二
十
字
に
達
す
る
と
こ
ろ

　
が
あ
る
。

⑳
　
こ
の
瀬
…
挙
は
薦
H
本
・
願
幸
の
伝
霜
パ
丸
本
に
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
蔽
脚
田
山
冊
龍
氏

　
は
偽
筆
と
し
て
い
る
。
　
「
日
本
仏
学
論
叢
」
第
一
所
収
同
氏
論
丈
「
教
行
信

　
証
の
窟
バ
蹟
本
・
に
就
い
て
」
参
照
。

⑳
　
全
部
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
嚢
な
い
が
、
行
最
替
1
6
（
A
一
六
）
翻
…
外
の
「
鵠
つ

　
十
七
願
」
岡
■
1
9
（
A
一
九
）
の
「
大
阿
弥
陀
経
歎
、
廿
土
窯
経
ト
鼠
漏
の
た

　
ぐ
い
で
あ
る
。

⑳
　
こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
に
は
、
筆
致
の
比
較
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
が
、
煩
　
墳
な
鼎
遡
程
を
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
残
念
な
が

　
ら
、
結
論
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
。

⑫
　
坂
東
本
が
当
初
に
書
写
さ
れ
た
時
に
、
化
身
鷲
敷
に
大
里
経
が
引
用
さ
れ

　
て
い
た
こ
と
は
、
化
身
土
論
木
田
5
／
（
F
五
一
）
以
下
に
大
宮
経
が
引
用
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
で
知
↑
ら
れ
る
。
又
外
で
竜
引
溺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
親

　
鷺
は
大
集
経
を
知
っ
て
い
た
が
、
こ
の
巻
子
本
の
書
抜
き
は
そ
の
筆
致
か
ら

　
考
え
る
と
、
坂
東
本
誰
鍔
写
の
後
に
澱
胤
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
外
は
な
い
。

⑳
　
註
七
掲
載
宮
綺
円
遵
氏
論
丈
参
照
。

⑳
　
　
「
口
本
歴
史
」
昭
和
三
十
「
年
五
月
暑
所
取
古
閏
武
彦
輿
論
丈
「
親
騰
に

　
於
け
る
葱
心
入
正
機
説
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑳
　
こ
の
論
を
す
る
人
は
、
服
部
之
妻
田
の
親
鷺
観
に
従
う
人
に
多
い
。

⑳
　
烏
龍
由
師
屡
児
宝
蔵
伝
が
発
見
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
七
年
の
秋
の
西
本
願

　
寺
の
寺
宝
調
査
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
禿
氏
、
宮
崎
両
氏
と
亀
に
真
蹟
と
認

　
め
る
こ
と
に
嗣
意
し
な
か
っ
た
。
昭
和
二
十
三
年
に
京
都
府
と
恩
賜
京
都
簿

　
物
館
の
共
岡
主
催
の
京
鄭
山
守
院
至
宝
展
理
会
で
初
一
め
て
公
麗
さ
れ
て
、
雷
バ
蹟

　
で
あ
る
こ
と
が
注
ロ
目
さ
れ
た
。
龍
谷
史
壇
第
三
十
…
撃
所
載
の
小
笠
原
宣
秀

　
氏
の
論
丈
「
烏
龍
山
師
屡
児
宝
蔵
伝
に
つ
い
て
」
は
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た

　
亀
の
で
あ
る
。

⑳
　

「由

ｧ
宗
研
究
」
第
一
輯
所
…
収
赤
松
俊
秀
鵡
細
文
“
「
初
撫
鋸
某
乱
川
教
団
の
靴
会
約

　
基
盤
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑧
　
栃
％
東
本
の
化
身
土
山
木
ぬ
啓
の
始
頁
は
白
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鞘
巻
し
た
こ
と

　
と
、
鱒
費
直
し
の
た
め
で
あ
っ
て
、
例
外
り
で
あ
る
。
化
身
土
∴
木
巻
の
こ
の
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
今
秋
東
本
願
一
マ
か
ら
刊
行
さ
れ
る
叛
一
束
本
の
コ
ロ
タ
イ
プ
版

　
の
解
説
に
㍑
硯
明
さ
わ
て
い
る
。

⑲
　
翻
教
行
信
証
の
各
巻
の
巻
頭
は
序
…
魏
と
竜
弐
う
べ
き
親
鷺
の
霞
釈
に
始
ま
り

　
大
経
の
四
十
八
願
の
文
、
無
土
壁
如
来
会
の
引
用
が
続
く
の
が
、
通
じ
て
の

　
建
越
別
と
な
っ
て
い
る
。
僧
…
巻
亀
囲
回
脈
轍
に
な
っ
て
い
る
。

⑩
　
引
用
丈
だ
け
の
増
減
の
揚
合
に
つ
い
て
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解
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し
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明
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あ
る
。

⑪
　
註
六
参
照
。

⑫
「
歴
史
評
論
」
昭
和
二
十
三
年
闘
月
暑
所
収
川
騎
旛
之
風
隠
丈
「
い
わ
ゆ

　
る
鎌
倉
時
代
の
宗
教
改
革
」
参
照
。
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Historical　ldeas　of　Thucycides

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Zuien　Hara

　　Accordlng　to　Thucydides，　man　makes　history，　a　state　is　a　histo－

rical　inclividual，　aRd　the　Staatsi’ason　works　irrationally．　Concem－

ing　tl｝ese　themes，　he　as　a　historian　always　bore　in　mind　to　describe

states　as　they　actually　were．　However，　it　is　also　true　that　lie　did

not　fail　at　any　moment　to　suggest　what　the　state　should　be．　There－

with　he　anteceded　the　philosophical　researches　in　the　fourth

ceRtury　B．　C．　in　Athens．

　　］日［ermit　Life（In－it∫u　l懸逸）of　Tung　Chin（東回）：Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshizane　Muraka皿i

　■n．itsu（隠逸）is　a　kind　of　scclusion，　whose　characteristics　vary

according　to　the　ages．　At　the　earliest　times　ill　China，ゴノz．齢z4

meant　to　retire　to　a　remote　place　away　from　the　govemmenta互

authority　and　to　lead　a　hard　life　in　producing　fbo〔is　and　housing

by　oneself。　This　traditional　in．itJ　lg　was　prevalent　as玉ate　as　the

Hsi　Chin（西晋）pcriod．　At　the　Tung　Chin（東晋）period，　how－

ever，　it　came　to　be　a　so至itary　life沁one’s　own　land，　provided
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
with　enjoyable　fac圭litles。　This　hapPencd　because　of　the　consolida－

tion　of　the　aristocratic　society，　and　did　llot　always　mcan　being

less　seclusive．　Then，　learning　Taoism　deeply，　hermits　of　this　age

were　respected　among　the　nobles．　Neverthe玉css　they　had　much　o£

thc　commoner　as　well　as　the　aristocrat　in　thc　way　of重iving，

　　　　　　　　　　　AStudy　on　Bandobon（坂東本）of

　　　　　　　　　　　　　　　Kyogyoshillsho（教行信謹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshihide　Al〈amatsu

Resent　studies　of　Kyogyoshinsho　by　Shinran　（mag／．”・）　have　been

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（618）



centcred　oR　how　the　volume　of　Sh撫kan（信雀）was　inserted　later

and，　chronolo．ai　cally，　how　the　prodecluere　of　clescriptio｝｝　was　taken，

though　certainly　it’occurred　around　the　first　year　of　Gannin（元仁）．

Dlscussions　in　both　ways　are　based　on　Bandobon，　i．　e．　the　original

copy．　Tl＃s　article　results　froin　the　author’s　two－year－long　direct

investlgatlon　of　that　copy．　The　artlcle，　though　primarily　biblio－

graphical，　is　bellevecl　to　take　part　in　the　abeve　discussions．

　　In　short，　the　Bandobon　contains　two　parts，　origi　nal　and　addi－

tional．　So　far　histonians　have　not　distinguish　these　parts　wheR　they

treat　them　as　histori’cal　sources．　｝｛［ere　the　author　has　macle　clear

the　differences　and　intends　to　open　ac　new　way　for　the　stucly　of

Kyogysohinsho．

　　　　Creat1oit　Theory　in　the　History　of　Medieval　Thought

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Usao　Tsujita

　　GeResis　in　the　Old　Testai［nent　was　the　foundation　for　the　faith

of　medieval　Europeans　aRd　that　for　their　physical　cosmic　view．

This　creation　story　greatly　inflLienced　their　inlnds　and　the　belief

in　the　creative　God　produced　their　consciousness　as　tlie　created．

This　sort　of　consiousness，　expressed　in　various　forms，　caused

the　minds　of　the　medleval　Europeans　to　be　modest　and　decent．

［｛’he　maiR　theme　of　this　article　is　to　trace　the　tradition　o£　this

modest　spiritual　trend．　ln　this　connection，　however，　the　descri－

ption　covers　the　comparison　of　Genesis　with　the　like　creative　myths

among　neighboring　peoples　in　order　to　clarlfy　its　birth　and　structure，

丘irthermorc，　the　histbry　of　Judais凱and　the　making　of　catholicism

through　the　acceptance　of　Greek　thought　by　Judaism．

　　　　　　　The　Formation　of　Tohimondo（都鄙問答）

　　　　　　　　An　Essay　on　the　Literary　Sources　of　Shingaku（心学）

　　　　　　　　　of　Baigan　lshida

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minoru　Shibata

Shingaku（息出），　established　by　Baigan　Ishida（石国忌岩），　is　now－
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