
係
累
の
語
り
の
形
成

説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
試
論

生
　
　
井

武
　
　
世

　
口
承
と
書
承
と
の
中
問
に
－
位
置
す
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
対
象
に
据
え
よ
う

と
す
る
と
き
、
い
っ
も
っ
き
ま
と
わ
れ
る
不
安
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
テ
キ

ス
ト
が
口
承
の
段
階
に
お
け
る
原
態
を
ど
の
よ
う
な
質
に
お
い
て
、
ど
の
程
度

保
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
見
き
わ
め
の
困
難
さ
と
、
書
承
に
移
行
す
る
過
程

で
ど
の
よ
う
た
個
性
が
介
在
し
、
ど
ん
な
整
理
・
改
変
が
施
さ
れ
た
の
か
と
い

う
目
測
が
立
て
難
い
困
惑
と
を
、
同
時
に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
た
い
と
こ
ろ
か

ら
生
ず
る
。
説
経
の
正
本
の
類
に
接
す
る
と
き
に
も
、
こ
の
不
安
を
拭
い
去
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
と
り
わ
げ
、
古
態
を
よ
り
良
く
保
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
古
説
経
の
正
本
の
場
合
、
そ
れ
ら
が
「
操
り
芝
居
に
掛
げ
ら
れ
た
詞

章
で
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
都
市
的
洗
練
、
改
変
を
ま
だ
ほ
と
ん
ど
受
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

お
ら
ず
、
土
着
の
口
語
り
的
段
階
の
語
り
口
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
」
と
認

め
ら
れ
る
分
だ
げ
、
か
え
っ
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を

考
え
ず
に
は
い
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

　
し
か
し
、
も
と
も
と
口
承
の
段
階
に
お
げ
る
語
り
が
、
厳
密
に
言
え
ぱ
一
回

限
り
の
完
結
体
と
し
て
存
在
し
、
反
復
さ
れ
る
と
き
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を

生
ず
る
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
口
承
の
口
承
た
る
本
質
で
あ
る
と
す

れ
ぱ
、
そ
の
表
玩
の
細
部
に
至
る
復
元
は
む
し
ろ
無
意
味
で
あ
り
、
ま
た
ほ
と

ん
ど
不
可
能
に
近
い
作
業
だ
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
口
承
の
あ
る
段
階
の
表
現

が
文
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て
た
ま
た
ま
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
も
、
口
承
の
段

階
に
－
お
げ
る
変
容
の
上
に
、
あ
る
個
性
に
１
よ
る
意
識
的
・
無
意
識
的
な
整
理
・

改
変
を
不
可
避
的
に
受
げ
て
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
文
字
に
移
さ
れ
た
表

現
も
ま
た
一
回
限
り
の
完
結
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
口

承
に
お
げ
る
表
玩
や
、
そ
れ
以
後
の
書
承
に
お
げ
る
表
現
か
ら
、
相
対
的
に
独

立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
相
互

に
貫
流
す
る
表
現
以
前
の
く
構
造
Ｖ
と
杢
言
う
べ
き
も
の
の
存
在
な
の
だ
。
音



　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

声
に
よ
る
に
せ
よ
、
文
字
に
よ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
こ
の
く
構
造
Ｖ
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
に
、
あ
る
仕
掛
げ
が
作
動
す
る
結
果

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
語
り
の
内
実
が
構
造
化
さ
れ
て
基
層
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

表
現
を
支
え
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
仕
掛
け
が
表
現
を
喚
起
す
る
と
い
う
契
機
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
こ
の
仕
掛
け
に
相
当
す
る
も
の
の
具
体
的
た
あ
り
よ
う

を
析
出
し
て
み
る
こ
と
で
、
表
現
上
の
細
部
に
至
る
変
容
や
改
変
の
意
味
を
考

え
、
先
の
テ
キ
ス
ト
定
立
の
困
難
さ
を
克
服
す
る
方
向
を
少
し
で
も
見
出
せ
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
考
察
し
ょ
う
と
す
る
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
は
、
そ
の
よ
う
た

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

方
向
で
、
こ
の
仕
掛
げ
に
相
当
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
探
査
し
つ
つ
、

こ
の
語
り
物
の
彩
成
に
関
し
て
一
つ
の
試
論
を
提
示
し
て
み
た
い
。

）１（

冒
頭
と
末
尾
の
定
型

　
承
知
の
と
お
り
、
横
山
重
氏
の
『
説
経
正
本
集
第
一
』
に
は
、
天
下
一
説
経

与
七
郎
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
（
寛
永
末
年
頃
刊
、
さ
う
し
や
長
丘
ハ
衛
板
か
）

１
以
下
略
称
与
七
郎
正
本
、
天
下
一
説
経
佐
渡
七
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や
う
さ

ん
せ
う
太
夫
』
（
明
暦
二
年
六
月
刊
、
さ
う
し
や
九
兵
衛
板
）
１
以
下
略
称
七
太

夫
正
本
、
太
夫
未
詳
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
（
寛
文
七
年
五
月
刊
、
山
本
九
丘
ハ
衛

板
）
１
以
下
略
称
寛
文
板
、
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
『
山
庄
太
輔
』
（
正
徳
三

年
九
月
刊
、
三
右
衛
門
板
）
１
以
下
略
称
正
徳
板
の
四
本
が
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

他
に
草
子
本
の
『
絵
入
せ
ん
さ
う
太
夫
物
語
』
（
寛
文
中
末
期
頃
刊
、
鶴
屋
喜

　
　
　
　

右
衛
門
板
）
１
以
下
略
称
草
子
本
が
附
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
寛
文
板
と
正
徳
板
と
は
、
と
も
に
ー
全
体
が
六
段
に
分
げ
ら
れ
、
詞
章
も
浄
瑠

璃
風
に
整
理
さ
れ
て
い
て
、
口
承
の
時
代
の
面
影
は
薄
く
、
あ
る
強
力
な
個
性

の
手
が
関
与
し
た
書
承
の
時
代
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
残
る

草
子
本
も
含
め
た
三
本
が
口
承
の
時
代
の
面
影
を
よ
り
色
濃
く
残
し
て
い
る
本

な
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
欠
丁
が
あ
っ
た
り
し
て
全
体
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
「
説
経
山
庄
太
夫
と
し
て
伝
存
す
る
も
の
の
中
で
最
も
古
い
」
と
見
な
さ
れ

る
与
七
郎
正
本
は
、
と
り
わ
け
良
く
古
態
を
保
っ
て
い
る
正
本
た
の
だ
が
、
残

念
次
こ
と
に
、
上
巻
の
巻
頭
の
三
丁
分
、
五
丁
目
と
六
丁
目
、
中
巻
の
巻
末
、

下
巻
の
巻
末
と
が
欠
丁
に
た
っ
て
い
て
、
完
全
た
彩
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

た
い
。
七
太
夫
正
本
は
「
完
本
で
、
保
存
も
よ
く
、
且
つ
他
に
別
本
の
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
と
し
て
、
最
も
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
先
の
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
郎
正
本
を
「
適
宜
省
略
し
て
っ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ

り
、
や
は
り
、
全
体
を
う
か
が
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
残
る
草
子
本
は
古

態
を
保
っ
て
い
た
正
本
に
準
拠
し
て
読
み
本
に
仕
立
て
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

　
紬
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
　
　
　
、
◎

の
だ
カ
　
こ
れ
も
上
巻
を
欠
い
て
い
て
全
体
を
っ
か
む
こ
と
カ
で
き
た
し

　
こ
の
よ
う
に
、
説
経
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
体
裁
を
保
っ
た
完
本
が
得
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

い
た
め
に
、
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
氏
編
注
『
説
経
節
』
、
室
木
弥
太
郎
氏
校



　
　
　
　
＠

注
『
説
経
集
』
で
は
、
と
も
に
与
七
郎
正
本
を
底
本
に
１
し
な
が
ら
、
欠
落
し
て

い
る
部
分
を
七
太
夫
正
本
と
草
子
本
と
で
補
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
た
処
置
を

と
っ
て
も
、
な
お
か
っ
相
互
の
詞
章
の
細
部
に
わ
た
る
表
現
の
差
異
ま
で
は
見

え
て
こ
な
い
し
、
与
七
郎
正
本
の
完
全
な
復
元
が
可
能
な
わ
げ
で
も
な
い
。
し

か
し
、
省
略
本
で
は
あ
る
が
完
本
で
あ
る
七
太
夫
正
本
を
間
に
置
い
て
み
れ
ぱ
、

そ
れ
は
口
承
の
時
代
の
面
影
を
紡
佛
と
さ
せ
、
た
に
よ
り
も
物
語
の
展
開
に
齪

鯖
を
き
た
さ
た
い
構
成
に
成
り
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
少
な
く
と
も
物
語
の

骨
格
は
十
分
に
補
正
さ
れ
、
復
元
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
以
下
特
に
断
ら
な
い
場
合
は
、
こ
の
補
正
さ
れ
て
う
か
が
う
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
き
る
全
体
を
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
次
の
詞
章
は
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
冒
頭
、
語
り
出
し
の
部
分

で
あ
る
。

　
　
た
だ
い
ま
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申
さ
ば
、
丹
後
の
国
、
金
焼
き
地
蔵

　
の
御
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
ひ
ろ
め
申
す
に
、
こ
れ
も
一
度
は
人
間

　
に
て
お
わ
し
ま
す
。
人
間
に
て
の
御
本
地
を
尋
ね
申
す
に
、
国
を
申
さ
ぱ
、

　
奥
州
、
目
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
、
正
氏
殿
に
て
、
諸
事
の
あ
わ
れ
を

　
と
ど
め
た
り
。

　
こ
の
部
分
の
詞
章
は
与
七
郎
正
本
の
省
略
本
で
あ
る
七
太
夫
正
本
に
よ
っ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
冒
頭
に
関
し
て
は
、
柳
亭
種
彦
が
与
七
郎
正
本
と
同
板
の

正
本
に
よ
り
た
が
ら
、
一
部
を
『
用
捨
箱
』
下
之
巻
に
模
刻
し
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

指
摘
さ
れ
て
い
て
、
与
七
郎
正
本
に
七
太
夫
正
本
と
同
文
の
冒
頭
が
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
＠

と
が
確
認
さ
れ
る
。
説
経
に
、
は
、
こ
の
よ
う
な
彩
式
を
踏
ん
だ
語
り
出
し
の
詞

章
に
対
応
し
て
、
や
は
り
特
徴
的
な
語
り
収
め
の
詞
章
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

有
無
が
そ
の
説
経
が
古
態
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
指
標
の
一
っ
と
も
さ
れ

て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
決
り
文
句
」
で
あ
っ
て
、
「
口
頭
的
構
成
法
に
よ
る
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

語
り
で
あ
っ
た
頃
の
伝
統
が
こ
の
句
の
中
に
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と

さ
れ
る
部
分
だ
が
、
詞
章
中
の
固
有
名
詞
を
物
語
の
内
容
に
応
じ
て
入
れ
換
え
、

他
の
説
経
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
機
能
を
持
っ
て
い
て
、
同
型
の
詞
章
は

『
小
栗
判
官
』
や
『
萱
苅
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
く
互
換
性
Ｖ
と
で
も
坪
ぶ

べ
き
機
能
の
ほ
か
に
、
こ
の
詞
章
は
、
以
下
、
全
焼
き
地
蔵
の
本
地
１
１
人
間
で

あ
っ
た
と
き
の
姿
１
１
岩
城
判
官
正
氏
の
「
諸
事
の
あ
わ
れ
」
を
語
ろ
う
と
す
る
、

本
地
課
と
し
て
の
語
り
の
く
方
向
性
Ｖ
を
指
示
す
る
機
能
を
も
同
時
に
負
っ
て

　
＠

い
る
。
こ
の
二
っ
の
機
能
を
有
す
る
点
で
、
語
り
出
し
の
詞
章
は
定
型
を
踏
ん

で
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
今
、
重
視
し
た
い
の
は
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
の
方

で
あ
る
。
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
は
、
こ
の
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
が
、
す

で
に
祭
ら
れ
て
存
在
す
る
金
焼
き
地
蔵
の
人
問
で
あ
っ
た
と
き
の
姿
１
１
岩
城
判

官
正
氏
の
「
諸
事
の
あ
わ
れ
」
を
語
る
こ
と
を
確
認
し
、
伝
達
し
よ
う
と
す
る

の
だ
が
、
そ
の
指
示
す
る
意
味
か
ら
す
れ
ぱ
、
い
ず
れ
正
氏
が
金
焼
き
地
蔵
に

転
生
し
、
ふ
た
た
び
祭
ら
れ
る
と
い
う
結
末
に
到
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
っ
ま
り
、

こ
の
語
り
出
し
は
本
地
課
と
し
て
の
冒
頭
を
告
げ
な
が
ら
同
時
に
そ
の
本
地
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

と
し
て
の
終
結
の
「
彩
」
を
明
瞭
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
た
る
。
そ
の
意
味

で
、
こ
の
よ
う
た
語
り
出
Ｌ
の
定
型
を
踏
ん
だ
詞
章
を
有
す
る
説
経
は
、
そ
の

末
尾
に
も
や
は
り
定
型
に
の
っ
と
っ
た
語
り
収
め
の
詞
章
を
持
っ
て
い
る
の
が

基
本
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
た
と
え
ぱ
『
苅
萱
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
た
だ
い
ま
説
き
た
て
ひ
ろ
め
申
し
侯
本
地
は
、
国
を
申
さ
ぱ
信
濃
の
国
、

　
善
光
寺
如
来
堂
の
左
手
の
脇
に
、
親
子
地
蔵
菩
薩
と
、
斎
わ
れ
て
お
わ
し
ま

　
す
御
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
ひ
ろ
め
申
す
に
、
由
来
を
く
わ
し
く
尋

　
ね
申
す
に
、
こ
れ
も
大
筑
紫
筑
前
の
国
、
松
浦
党
の
総
領
に
、
繁
氏
殿
の
御

　
知
行
は
…
…
以
下
省
略

　
　
…
…
か
よ
う
に
め
で
た
き
と
も
が
ら
を
ぱ
、
い
ざ
や
仏
に
た
し
申
し
、
末

　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
世
の
衆
生
と
拝
ま
せ
ん
と
思
し
め
し
、
信
濃
の
国
の
善
光
寺
、
奥
の
御
堂
に

　
親
子
地
蔵
と
斎
わ
れ
て
お
わ
し
ま
す
。
親
子
地
蔵
の
御
物
語
、
語
っ
て
納
め

　
申
す
。
国
も
富
貴
所
繁
盛
、
一
念
後
生
は
大
事
な
り
。

　
先
に
引
い
た
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
冒
頭
と
、
こ
の
『
苅
萱
』
の
そ
れ
と
を

比
較
し
て
み
れ
ぱ
明
ら
か
た
よ
う
に
、
『
苅
萱
』
で
は
定
型
を
支
え
る
語
句
の

一
部
１
「
こ
れ
も
一
度
は
人
間
に
て
お
わ
し
ま
す
。
人
間
に
て
の
御
本
地
を
尋

ね
申
す
に
」
に
当
た
る
こ
と
ぱ
が
説
落
し
て
い
る
た
め
に
、
表
現
の
彩
式
が
崩

　
　
　
＠

れ
て
い
る
。
Ｌ
か
し
、
こ
の
詞
章
が
親
子
地
蔵
の
本
地
、
っ
ま
り
人
間
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

た
と
き
の
姿
を
語
ろ
う
と
す
る
語
り
の
く
方
向
性
Ｖ
を
指
示
し
て
い
る
点
で
は

一
致
す
る
し
、
表
現
の
背
後
に
は
繁
氏
・
石
童
丸
の
「
諸
事
の
あ
わ
れ
」
を
告

げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
。
そ
の
点
で
『
苅
萱
』

の
語
り
出
し
の
詞
章
の
持
っ
機
能
は
、
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
そ
れ
と
な
ん
ら

変
る
こ
と
が
た
く
、
や
は
り
定
型
を
踏
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
語

り
出
し
の
詞
章
に
対
応
し
て
、
語
り
収
め
の
詞
章
は
あ
る
。
当
然
の
こ
と
た
が

ら
、
親
子
地
蔵
が
人
問
で
あ
っ
た
と
き
の
「
諾
事
の
あ
わ
れ
」
を
語
る
と
い
う
、

冒
頭
の
定
型
が
指
示
し
た
く
方
向
性
Ｖ
を
受
げ
止
め
、
語
り
が
具
体
化
し
た
内

実
全
体
を
必
要
か
つ
十
分
条
件
と
し
て
、
　
「
親
子
地
蔵
と
斎
わ
れ
て
お
わ
し
ま

す
」
と
告
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
っ
ま
り
、
先
に
指
摘
し
た
、
語
り
出
し
の

定
型
が
指
示
し
て
い
る
終
結
の
「
彬
」
を
忠
実
に
踏
む
こ
と
で
、
語
り
収
め
の

詞
章
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
語
り
収
め
の
詞
章
も
や
は
り
定
型
を
踏
ん

で
い
る
の
で
あ
り
、
〈
互
換
性
Ｖ
を
有
す
る
と
と
も
に
、
す
で
に
祭
ら
れ
て
あ

る
具
体
、
　
『
苅
萱
』
で
は
親
子
地
蔵
に
係
留
さ
れ
て
、
ふ
た
た
び
語
り
出
し
の

定
型
を
用
意
す
る
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
た
る
。

　
こ
う
し
て
、
語
り
は
半
氷
続
的
に
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
う
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
死
ん
で
蘇
る
神
」
の
物
語
を
語
る
の
に
ふ
さ
わ
Ｌ
い
、
本
地
課
と
し
て
の
神

話
的
時
空
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
冒
頭
と
末
尾
の
定
型

が
二
つ
な
が
ら
に
、
　
「
対
」
と
し
て
揃
う
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
た
の
だ
。
要

す
る
に
、
語
り
出
し
の
定
型
が
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
語



り
収
め
の
定
型
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
り
、

で
あ
る
。

）

（
■
一

末
尾
の
定
型
の
欠
落

そ
の
逆
の
関
係
も
指
摘
し
う
る
の

　
と
こ
ろ
で
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
は
語
り
出
し
の
定
型
に
対
応
し
て

あ
る
は
ず
の
語
り
収
め
の
定
型
が
な
い
。
も
と
よ
り
、
欠
丁
に
な
っ
て
い
る
与

七
郎
正
本
で
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
七
太
夫
正
本
と
草
子
本
の
末
尾
の
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

章
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
よ
り
、
お
う
し
う
へ
、
に
う
ぶ
い
り
と
ぞ
き
こ
へ
げ
る
、
ひ
う
が
の

　
く
に
を
、
ち
二
の
い
ん
き
ょ
所
と
お
さ
た
め
有
て
、
み
ね
に
み
ね
、
門
に
か

　
と
を
た
て
な
ら
へ
て
、
ふ
っ
き
は
ん
ぶ
く
と
お
さ
か
へ
あ
る
も
、
な
に
ゆ
へ

　
な
れ
ぱ
、
お
や
か
う
く
か
た
や
き
ぢ
さ
う
の
御
ほ
ん
ち
を
、
か
た
り
お
さ

　
む
る
、
す
ゑ
は
ん
じ
や
う
も
の
か
た
り

　
　
い
に
し
え
の
そ
の
跡
に
、
数
の
屋
彬
を
建
て
並
べ
、
富
貴
の
家
と
栄
え
給

　
う
。
い
に
し
え
の
、
郎
等
ど
も
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
ま
か
り
出
で
、
君
を
守

　
護
し
奉
る
。
上
古
も
今
も
末
代
も
、
た
め
し
少
た
き
次
第
た
り
。

　
七
太
夫
正
本
で
は
「
か
な
や
き
ぢ
さ
う
の
御
ほ
ん
ち
を
、
か
た
り
お
さ
む
る

…
…
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
一
応
語
り
出
し
の
定
型
に
よ
る
詞
章
に
対
応
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
を
語
る
と
い
う
、
語

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
彩
成

り
出
し
の
定
型
が
有
す
る
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
を
受
げ
止
め
て
い
る
わ
げ
で
は

な
い
。
金
焼
き
地
蔵
が
人
問
で
あ
っ
た
と
き
の
姿
、
つ
ま
り
岩
域
判
官
正
氏
が

地
蔵
と
し
て
転
生
し
、
祭
ら
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
と
い
う
経
緯
が
ま
っ
た
く
脱

落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
だ
げ
で
も
こ
の
語
り
収
め
の
詞
章
は
定
型
を

踏
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
草
子
本
の
末
尾
の
詞
章
に
い
た
っ
て
は
、
金
焼

き
地
蔵
と
い
う
呼
称
さ
え
出
て
こ
ず
、
ま
っ
た
く
定
型
を
踏
ん
だ
表
現
た
り
え

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
定
型
の
名
残
り
さ
え
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
草
子
本
は
上
巻
全
部
が
欠
丁
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
冒
頭
に
七
太
夫

正
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
語
り
出
し
の
定
型
に
よ
る
詞
章
が
存
在
し
た
と
は
断

言
で
き
ず
、
も
し
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
末
尾
に
語
り
収
め
の
定
型
を

踏
ん
だ
詞
章
が
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
古
態
を
保
っ
て
い
る
と

判
断
さ
れ
る
説
経
の
詞
章
が
、
い
ず
れ
も
定
型
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ぼ
、

お
そ
ら
く
草
子
本
が
下
敷
き
に
し
た
正
本
に
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

り
、
こ
の
本
の
冒
頭
に
も
こ
の
種
の
語
り
出
し
の
定
型
に
よ
る
詞
章
が
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。
ま
た
、
与
七
郎
正
本
の
場
合
は
、
欠
丁
の
た
め
冒
頭
と
末
尾
両

方
の
定
型
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
の
だ
が
、
冒
頭
の
定
型
が
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
末
尾
の
詞
章
に
関
し
て
は
、
七
太
夫
正
本
が
与
七

郎
正
本
の
省
略
本
だ
と
い
う
性
格
か
ら
類
推
し
て
、
お
そ
ら
く
七
太
夫
正
本
と

同
じ
か
、
あ
る
い
は
近
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぼ
、
与
七
郎
正
本
に
も
語
り
収
め
の
定
型
に
よ
る
詞
章
は
た
か
っ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



係
累
の
語
り
の
形
成

な
る
。

　
要
す
る
に
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
二
本
に
は
、
冒
頭
に
も
末
尾
に
も

定
型
に
の
っ
と
っ
た
詞
章
が
存
在
せ
ず
、
残
る
古
態
を
保
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
三
本
で
は
、
七
太
夫
正
本
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
冒
頭
に
は
存
在
し
た

が
ら
、
末
尾
に
は
存
在
し
た
い
と
い
う
彩
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
冒
頭
、
末
尾
い
ず
れ
に
も
存
在
し
た
い
ケ
ー
ス
は
、
も
は
や
定
型
が
不
要

に
な
っ
た
、
書
承
の
段
階
で
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
問
題

に
な
る
の
は
、
冒
頭
に
は
存
在
す
る
が
、
末
尾
に
は
存
在
し
た
い
と
い
う
ケ
ー

ス
の
方
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
彬
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
間
わ
れ
な
げ
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
答
え
は
、
実
は
先
に
引
用
し
た
語
り
出
し
の
定
型
に
よ
る

詞
章
を
含
む
、
冒
頭
の
数
行
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　
＠

　
　
た
だ
い
ま
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申
さ
ぱ
、
丹
後
の
国
、
金
焼
き
地
蔵

の
御
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
ひ
ろ
め
申
す
に
、

こ
れ
も
一
度
は
人
間

に
て
お
わ
し
ま
す
。
人
間
に
て
の
御
本
地
を
尋
ね
申
す
に
、

国
を
申
さ
ぽ
、

奥
州
、
目
の
本
の
将
軍
、
岩
城
の
判
官
、
正
氏
殿
に
て
、
諸
事
の
あ
わ
れ
を

　
　
　
　
　
＠
葦
）
）
多
）
）
～
多
～
多
ク
）
戸
〉
〉
２
ク
２
）
’
タ
ー
〉
タ
多
～
２
葦
真
～
）
１
）
）
’
）
～

と
ど
め
た
り
。
こ
の
正
氏
殿
と
申
す
は
、
情
の
強
い
に
よ
っ
て
、
筑
紫
安
楽

寺
へ
流
さ
れ
給
い
、
憂
き
思
い
を
召
さ
れ
て
お
わ
し
ま
す
。

＠
　
あ
ら
い
た
わ
し
や
御
台
所
は
、
姫
と
若
、
伊
達
の
郡
、
信
夫
の
庄
へ
、
御

浪
人
を
た
さ
れ
、
御
嘆
き
は
こ
と
わ
り
な
り
。
…
…
以
下
省
略

先
に
定
型
に
よ
る
詞
章
と
呼
ん
だ
傍
線
¢
の
部
分
、
　
「
た
だ
い
ま
語
り
申
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

御
物
語
…
…
諾
事
の
あ
わ
れ
を
と
ど
め
た
り
」
ま
で
は
、
こ
れ
か
ら
語
ろ
う
と

す
る
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
１
－
人
間
で
あ
っ
た
と
き
の
姿
１
１
岩
城
判
官
正
氏
の

「
諸
事
の
あ
わ
れ
」
と
い
う
、
語
り
の
く
方
向
性
Ｖ
を
指
示
す
る
詞
章
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
詞
章
の
役
割
は
語
り
出
さ
れ
る
や
い
た
や
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し

ま
い
、
以
下
の
語
り
の
内
実
を
決
定
づ
げ
る
こ
と
が
た
い
。
そ
れ
は
、
以
下
に

続
く
波
線
　
の
都
分
、
「
こ
の
正
氏
殿
と
申
す
は
、
情
の
強
い
に
ょ
っ
て
、

憂
き
思
い
を
召
さ
れ
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
詞
章
を
問
に
挾
ん
で
、
傍
線
　

の
「
あ
ら
い
た
わ
し
や
御
台
所
は
…
…
」
以
下
に
接
続
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
、
実
は
具
体
的
な
語
り
の
内
実
、
つ
ま
り
物
語
の
骨
格
に
直
接
な
ん
の
影

響
も
与
え
て
は
い
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
波
線
　
の
部
分
は
傍
線
¢
の
定
型
に

よ
る
詞
章
が
く
互
換
性
Ｖ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
１
１
正
氏
の

「
諾
事
の
あ
わ
れ
」
を
語
る
と
い
う
具
体
を
引
き
受
げ
、
そ
の
く
方
向
性
Ｖ
の

機
能
が
指
示
す
る
意
味
に
沿
っ
て
、
正
氏
が
「
筑
紫
安
楽
寺
へ
流
さ
れ
給
い
、

憂
き
思
い
を
召
さ
れ
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
説
明
を
得
た
が
ら
、
実
は
傍
線

　
以
下
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
た
る
、
正
氏
の
係
累
の
「
あ
わ
れ
」
を
引
き
出
す

と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
傍
線
　
以
下
の
係
累
の
「
あ
わ
れ
」

を
語
る
の
に
必
要
な
意
味
だ
げ
を
、
傍
線
¢
の
部
分
か
ら
引
き
受
げ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
点
で
波
線
　
の
部
分
の
表
現
は
、
傍
線
¢
の
く
方
向
性
Ｖ
の
機

能
が
指
示
す
る
意
味
に
重
た
り
合
い
た
が
ら
、
同
時
に
傍
線
　
以
下
の
語
り
の

内
実
を
呼
び
起
こ
す
表
現
と
し
て
あ
る
の
だ
。



　
こ
う
し
て
、
正
氏
の
で
は
な
く
、
そ
の
係
累
の
「
あ
わ
れ
」
を
語
り
出
す
こ

と
に
成
功
す
る
や
、
傍
線
¢
の
定
型
が
持
っ
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
は
そ
の
役
割

を
果
た
し
終
え
、
語
り
は
新
た
た
内
実
を
獲
得
し
て
方
向
転
換
し
、
金
焼
き
地

蔵
の
本
地
を
語
る
と
い
う
当
初
の
定
型
に
よ
る
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
は
中
止
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
冒
頭
の
定
型

に
対
応
す
る
末
尾
の
語
り
収
め
の
定
型
を
必
要
と
し
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
現

在
知
り
う
る
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
は
、
語
り
収
め
の
定
型
に
よ
る
詞
章

は
、
そ
の
形
成
の
最
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
七
太
夫
正
本
に
見
ら
れ
た
よ
う
た
、

言
わ
ば
っ
じ
っ
ま
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
、
定
型
と
し
て
の
内
実
を
伴
わ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
諸
本
が
語
り
収

め
の
定
型
を
踏
ま
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
歴
史
的
た
あ
る
段
階
で
古
態
を
保
ち

え
な
く
な
っ
た
結
果
な
の
で
は
な
く
、
冒
頭
の
定
型
の
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
を

借
り
て
、
正
氏
の
係
累
、
と
り
わ
け
そ
の
子
供
で
あ
る
安
寿
と
厨
子
王
に
焦
点

を
合
わ
せ
た
語
り
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
し
た
た
め
に
、
冒
頭
の
定
型
が
本
来
有
し

て
い
た
機
能
そ
の
も
の
が
、
変
質
を
き
た
Ｌ
た
た
め
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
金
焼
き
地
蔵
に
関
し
て
見
れ
ぱ
、
波
線
　
の
部
分

を
意
図
的
に
１
置
く
こ
と
で
、
そ
の
本
地
を
語
る
と
い
う
く
方
向
性
Ｖ
の
機
能
を

放
棄
し
、
そ
の
不
可
思
議
匁
感
応
１
１
霊
験
を
語
る
方
向
へ
と
語
り
そ
の
も
の
を

転
移
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
金

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

焼
き
地
蔵
の
霊
験
課
と
し
て
の
発
想
に
支
え
ら
れ
て
、
安
寿
と
厨
子
王
の
物
語

の
世
界
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

）３（
本
地
課
か
ら
霊
験
翠
へ

　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
が
、
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
課
と
し
て
語
ら
れ
る
の

に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
語
り
出
し
の
定
型
を
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
の
意
味
の

一
つ
は
、
父
岩
城
判
官
正
氏
の
不
在
と
い
う
前
提
を
引
き
出
し
、
後
の
係
累
の

「
あ
わ
れ
」
を
語
る
の
に
必
要
た
状
況
設
定
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
本
地
課
と
し
て
の
語
り
出
し
の
定
型
に
固
執
し
、
そ
れ
を
崩
す
こ
と

が
な
か
っ
た
の
は
他
の
理
由
に
よ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
以
下
地
蔵
の
形
象
の
さ

れ
方
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
。

　
本
地
課
と
し
て
の
語
り
の
内
実
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
そ
こ

に
は
も
は
や
本
地
課
と
し
て
の
語
り
の
内
実
に
即
応
し
た
金
焼
き
地
蔵
の
彩
象

は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
が
、
地
蔵
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
カ
）

　
　
姉
が
膚
に
掛
け
た
る
は
、
地
蔵
菩
薩
で
あ
り
げ
る
が
、
白
然
姉
弟
が
□
の

　
上
に
、
自
然
大
事
が
あ
る
な
ら
ぱ
、
身
替
り
に
も
御
立
ち
あ
る
、
地
蔵
菩
薩

　
で
あ
り
げ
る
ぞ
。
よ
き
に
信
じ
て
掛
け
さ
い
よ
。
ま
た
弟
が
膚
に
掛
げ
た
る

　
は
、
信
太
玉
造
の
係
図
の
も
の
、
死
し
て
冥
途
へ
行
く
折
も
、
閻
魔
の
前
の

　
土
産
に
も
な
る
と
や
れ
、
そ
れ
落
と
さ
い
な
厨
子
王
丸

　
こ
れ
は
、
例
の
直
井
の
浦
で
人
買
い
の
山
岡
太
夫
に
か
ど
わ
か
さ
れ
、
母
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
形
成

乳
母
と
安
寿
・
厨
子
王
と
が
別
々
の
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
売
り
分
げ
ら
れ
る
場
面

で
の
、
母
が
子
供
に
向
っ
て
言
う
こ
と
ば
の
一
部
分
で
あ
る
。
　
「
信
太
玉
造
の

係
図
」
に
っ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、

後
に
厨
子
王
が
梅
津
院
に
見
出
さ
れ
、
帝
に
対
面
し
て
世
に
出
る
際
に
決
定
的

な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま
で
由
諾
正
し
い
出
自
と
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

分
と
を
証
明
す
る
系
図
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

そ
の
延
長
と
し
て
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
閻
魔
の
前
の
土
産
に
も
な
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
は
、
堕
地
獄
を
救
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
お
守
り
と
し
て
の
価
値
を
合

わ
せ
持
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
地
蔵
は
こ
こ
で
は
こ
の
「
信
太
玉

造
の
系
図
」
と
同
列
に
置
か
れ
、
膚
に
掛
げ
る
「
仏
像
」
で
あ
り
、
同
じ
く

、
　
　
、
　
　
、

お
守
り
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
「
信
太
玉
造
の
系
図
」
と
異
た
る
点
は
、
「
自
然

大
事
が
あ
る
た
ら
ぽ
、
身
替
り
に
も
御
立
ち
あ
る
」
代
受
苦
者
だ
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
地
蔵
に
は
も
と
も
と
、
こ
の
世
と
冥
界
と
の
境
に
居
て
衆
生

を
救
い
、
閻
魔
の
庁
で
は
、
極
楽
往
生
の
た
め
に
弁
護
人
の
役
割
を
引
き
受
げ

て
く
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
行
動
性
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
わ
ゆ
る
「
身
替
り
地
蔵
」
の
信
仰
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
で
は
以
下
の
展
開
を
追
っ
て
み
る
と
、
地
蔵
は
み
ず

か
ら
人
間
苦
を
引
き
受
け
て
行
動
す
る
代
受
苦
者
と
し
て
彩
象
さ
れ
て
い
る
と

い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
「
仏
像
」
と
し
て
、
彩
代
的
に
、
あ
る
い
は
一
種
の

お
守
り
、
呪
具
と
し
て
彩
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
山
赦
太
夫
の
元
に
売
ら
れ
、
そ
こ
で
の
虐
待
と
酷
使
に
耐
え
か
ね
た
安
寿
と

厨
子
王
は
逃
亡
を
計
る
が
、
露
見
Ｌ
て
、
太
夫
の
子
「
邪
樫
た
る
三
郎
」
に
、

真
赤
に
焼
い
た
矢
の
根
を
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
で
も
地

蔵
が
身
替
り
に
立
っ
こ
と
は
た
い
し
、
こ
れ
に
続
い
て
二
人
が
「
松
の
木
湯

船
」
の
下
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
食
事
を
断
た
れ
る
際
に
も
、
地
蔵
は
示
現
す
る

こ
と
が
な
い
。
安
寿
が
「
母
上
様
の
御
詫
に
は
、
自
然
姉
弟
が
身
の
上
に
、
も

し
や
大
事
の
あ
る
と
き
は
、
身
替
り
に
も
御
立
ち
あ
る
、
地
蔵
菩
薩
と
御
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
カ
）

あ
る
が
、
か
く
た
り
行
げ
ぱ
、
神
や
仏
の
勇
力
も
尽
き
果
て
て
、
□
守
り
た
き

か
よ
悲
し
や
な
」
と
、
嘆
く
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
安
寿
の
こ
の
嘆
き
の
後
で
、

や
っ
と
地
蔵
は
、
「
地
蔵
菩
薩
の
白
毫
所
を
見
奉
れ
ぱ
、
姉
弟
の
焼
金
を
受
げ

取
り
給
い
、
身
替
り
に
御
立
ち
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
二
人
の
額
の
焼
金
の

跡
を
身
に
引
き
受
げ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
地
蔵
の
「
仏
像
」
が
二
人

の
焼
金
の
跡
を
彩
代
的
に
引
き
受
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
二
人
の
痛
苦
そ
の
も
の

を
地
蔵
み
ず
か
ら
が
代
行
し
て
引
き
受
げ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
安
寿
か
ら
こ
の
「
仏
像
」
を
託
さ
れ
て
逃
亡
し
た
厨
子
王
が
例
の

国
分
寺
へ
逃
げ
込
む
場
面
で
も
、
地
蔵
は
代
受
苦
者
と
し
て
で
は
な
く
不
可
思

議
な
感
応
を
示
す
。
追
手
の
三
郎
が
、
厨
子
王
が
隠
さ
れ
て
い
る
垂
木
に
懸
け

ら
れ
た
皮
籠
を
目
ざ
と
く
見
っ
げ
て
、
　
「
縦
縄
横
縄
、
む
ん
ず
と
切
っ
て
、
蓋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

を
明
け
て
見
て
あ
れ
ぱ
、
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
の
、
金
色
の
光
放
っ
て
、
三

郎
が
両
眼
に
、
霧
降
り
、
縁
か
ら
下
へ
こ
け
落
つ
る
」
の
で
あ
る
。
地
蔵
は
こ



う
し
て
三
郎
を
撃
退
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
身
替
り
に
立
っ
代
受
苦
者
と
し

て
の
地
蔵
で
は
な
く
、
や
は
り
「
仏
像
」
と
し
て
、
あ
く
ま
で
厄
除
け
の
お
守

り
的
な
働
き
を
果
た
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
語
り
の
終
局
近
く
で
、
世
に
出
た
厨
子
王
が
生
き
別
れ
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
母
を
「
蝦
夷
が
島
」
で
探
し
当
て
る
場
面
が
あ
る
が
、
母
は

手
足
の
筋
を
切
ら
れ
、
鳥
追
い
の
労
働
を
強
制
さ
れ
て
、
子
を
思
う
嘆
き
の
果

て
に
「
両
眼
を
、
泣
き
っ
ぶ
し
て
」
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
母
の
め
し
い
た
両

眼
は
、
厨
子
王
が
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
を
、
取
り
出
だ
し
、
母
御
の
両
眼

に
、
当
て
給
い
、
　
『
善
哉
な
れ
や
、
明
ら
か
に
。
平
癒
し
給
え
、
明
ら
か
に
』

と
、
三
度
、
撫
で
さ
せ
給
い
げ
れ
ぱ
、
っ
ぶ
れ
て
久
し
き
、
両
眼
が
、
は
っ
し

と
、
明
き
て
、
鈴
を
張
り
た
る
ご
と
く
」
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
地
蔵

は
「
仏
像
」
と
し
て
効
験
を
顕
わ
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
呪
具
と
同
一
の
機
能

　
　
　
　
　
　
　
＠

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
は
、
や
が
て
末
尾
で
厨
子
王
の
逃
亡
を
助

げ
て
死
ん
だ
安
寿
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
祭
ら
れ
る
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
、

最
後
ま
で
直
接
身
替
り
に
立
っ
こ
と
も
な
く
、
代
受
苦
者
と
し
て
の
激
し
い
衆

生
救
済
の
行
動
に
出
る
こ
と
が
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
厨
子
王
逃
亡
の
犠
牲
に

な
っ
た
安
寿
に
対
す
る
苛
烈
な
拷
問
と
、
そ
の
悲
惨
な
死
の
場
面
に
つ
い
に
示

現
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
に
１
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
蔵
は
菩
薩

と
し
て
本
来
備
え
て
い
る
は
ず
の
行
動
性
を
、
こ
の
語
り
の
中
で
は
喪
失
し
て

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
彩
成

い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
人
間
苦
を
代
行
し
て
く
れ
る
代
受
苦
者
と
し
て
の

形
象
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
地
蔵
は
あ
く
ま
で
「
仏
像
」

と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
非
行
動
的
に
不
可

思
議
な
感
応
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。

　
説
経
に
お
げ
る
本
地
課
の
あ
り
方
を
信
仰
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
る
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
目
的
が
、
　
「
人
本
神
迩
」
と
で
杢
言
う
べ
き
思
想
に
の
っ
と
っ
て
、
神
仏
が

か
っ
て
人
間
で
あ
っ
た
と
き
の
苦
難
の
姿
を
語
り
、
そ
の
苦
修
の
果
て
に
神
仏

に
転
生
し
た
の
だ
と
い
う
経
緯
を
説
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
実
に
祭
ら
れ
て
存
在
す
る
神
仏
の
来
歴
を
あ
き
ら
か
に
し
、

そ
の
神
仏
が
人
間
苦
を
体
験
し
、
熟
知
し
た
、
信
ず
る
に
足
る
資
格
を
十
分
に

具
有
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
代
受
苦
者
と
し
て
人
問
苦
を
代
行
し
う
る
存
在
で
あ

る
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
、
信
仰
を
説
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の

神
仏
に
対
す
る
信
仰
は
、
そ
の
代
受
苦
者
と
し
て
の
行
動
性
に
期
待
す
る
信
仰

な
の
だ
。
し
か
し
、
霊
験
課
は
一
般
的
に
言
っ
て
そ
う
で
は
な
い
。
霊
験
講
は

神
仏
が
現
実
に
祭
ら
れ
て
存
在
す
る
こ
と
の
由
来
を
、
そ
の
神
仏
が
人
間
で
あ

っ
た
と
き
の
姿
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
無

条
件
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
処
理
さ
れ
、
あ
く
ま
で
神
仏
が
不
可
思

議
な
感
応
を
示
し
て
奇
蹟
を
起
こ
す
こ
と
を
語
る
の
で
あ
り
、
従
来
に
も
増
し

て
聞
き
手
の
信
仰
心
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
の
み
目
的
が
あ
る
の
だ
。
そ
こ
で

は
も
は
や
神
仏
の
代
受
苦
者
と
し
て
の
あ
り
よ
う
は
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
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係
累
の
語
り
の
形
成

な
く
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
だ
げ
が
強
調
さ
れ
て
説
か
れ
る
傾
向
を
深
め
る
。
し

た
が
っ
て
、
霊
験
課
に
お
げ
る
神
仏
は
代
受
苦
者
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
期

待
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
非
行
動
的
な
存
在
と
し
て
彩
象
さ
れ
る

こ
と
に
も
た
る
の
だ
。
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
お
げ
る
地
蔵
が
、
先
に
見

た
よ
う
に
「
仏
像
」
と
し
て
形
象
さ
れ
、
代
受
苦
者
と
し
て
の
あ
り
よ
う
か
ら

は
ほ
ど
遠
い
、
非
行
動
的
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
た
理
由

に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
が
本
地
課
と
し
て
の
内
実
を

持
た
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
国
を
申
さ
ぱ
、
丹
後
の
国
、
金
焼
き
地
蔵
の

御
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
ひ
ろ
め
申
す
に
…
…
」
と
語
り
出
さ
れ
る
こ

と
の
理
由
が
お
の
ず
と
見
え
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
一
っ
に
は
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
。
、
岩
城
判
官
正
氏
の
係
累
、
と
り
わ
げ
そ
の
子
供
達
の
「
あ
わ
れ
」
を

語
る
の
に
必
要
な
状
況
設
定
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と

相
即
不
離
の
関
係
に
お
い
て
、
他
方
で
は
、
「
仏
像
」
と
い
う
形
象
を
と
お
し

て
地
蔵
の
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
説
き
た
い
と
い
う
、
霊
験
課
と
し
て
の
語
り
の

内
実
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
う
な

ら
ぱ
、
こ
の
霊
験
課
と
し
て
の
語
り
の
世
界
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
、

先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
状
況
設
定
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理

由
で
、
本
地
課
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
語
り
出
し
の
定
型
が
そ
の
ま
ま
崩
さ
れ
る

こ
と
な
く
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
冒
頭
の
定
型
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

る
表
現
が
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
課
の
世
界
を
指
示
す
る
機
能
を
発
揮
し
、
そ
の

伝
達
す
る
意
味
に
よ
っ
て
、
地
蔵
が
す
で
に
信
ず
る
に
足
る
資
格
を
十
分
に
具

有
し
て
い
る
仏
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
了
解

事
項
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
は
じ
め
て
低
抗
な
く
す
で
に
祭
ら
れ

て
存
在
す
る
地
蔵
の
霊
験
課
と
し
て
の
語
り
の
世
界
が
切
り
開
か
れ
て
く
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
金
焼
き
地
蔵
の
前
身
で
あ
る
岩
城
判
官

正
氏
の
係
累
の
世
界
を
も
同
時
に
語
る
と
い
う
意
味
で
、
可
能
性
と
し
て
は
あ

り
え
た
は
ず
の
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
課
の
世
界
と
の
、
二
重
の
関
連
性
を
も
思

　
　
　
　
　
　
＠

わ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
語
り

の
世
界
は
霊
験
課
の
発
想
に
支
え
ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

む
　
す

び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
。
お
げ
る
、
表
現
を
喚
起
す
る
仕
掛
け
は
、
冒
頭

に
置
か
れ
た
以
下
の
語
り
の
内
実
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
見
え
る
、
語
り
出

し
の
定
型
に
あ
っ
た
。
本
来
、
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
課
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
こ

そ
、
そ
の
持
て
る
機
能
を
語
り
収
め
の
定
型
と
と
も
に
十
二
分
に
発
揮
し
う
る

は
ず
の
語
り
出
し
の
定
型
が
、
そ
れ
と
は
異
質
た
霊
験
課
の
冒
頭
に
応
用
さ
れ

る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
実
質
的
に
地
蔵
の
霊
験
謂
の
世
界
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
行
く

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
移
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
金
焼
き
地
蔵
の

本
地
講
、
つ
ま
り
安
寿
や
厨
子
王
の
父
に
当
た
る
岩
城
判
官
正
氏
の
苦
難
に
１
満



ち
た
生
を
語
る
語
り
が
可
能
と
し
て
は
あ
り
え
た
は
ず
だ
が
、
実
際
に
そ
れ
が

存
在
し
て
い
て
、
語
ら
れ
、
聞
か
れ
て
い
た
か
っ
た
と
Ｌ
て
も
良
い
。
た
だ
、

そ
れ
は
父
の
不
在
と
い
う
条
件
を
引
き
出
し
、
そ
の
係
累
、
と
り
わ
げ
子
供
達

の
「
あ
わ
れ
」
な
状
況
を
惹
起
す
る
原
因
と
し
て
了
解
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
と

お
し
て
地
蔵
の
霊
験
を
語
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
か
り
に
で
も
必
要

だ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
語
り
の
中
で
正
氏
は
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
で
あ

る
と
い
う
属
性
を
徴
塵
も
見
せ
て
は
い
な
い
。
冒
頭
の
筑
紫
安
楽
寺
へ
の
流
罪
、

そ
の
原
因
が
語
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
も
、
末
尾
で
厨
子
王
の
出
世
に
伴
っ
て

許
さ
れ
帰
郷
す
る
次
第
が
語
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
も
、
正
氏
は
問
接
的
に
登

場
し
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
あ
っ
て
、
地
蔵
の
影
な
ど
背
負
わ
さ
れ
て
は
い
な

い
。
語
り
の
内
実
に
お
い
て
は
正
氏
と
地
蔵
と
の
関
係
は
完
全
に
断
た
れ
て
お

り
、
無
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
、
地
蔵
の
霊
験
課
を
語
り
出
す
に
は
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
本
地
課
の
内
実
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
地
蔵
の
代
受
苦
者
と
し

て
の
信
ず
る
に
足
る
資
格
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、
語
り
出
し
の
定
型
に
．
よ
っ

て
そ
れ
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
語
り
は
あ
く
ま
で
安
寿
と
厨
子
王
の
「
あ
わ

れ
」
を
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
地
蔵
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
存
在
を
説
く
た
め

　
、
　
　
、
　
　
、

の
仕
掛
け
と
し
て
、
金
焼
き
地
蔵
の
本
地
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
世
界
は
形
成
さ
れ
た
の
だ
が
、

「
膚
の
守
り
の
地
蔵
菩
薩
」
は
最
後
に
「
姉
御
の
、
菩
提
の
た
め
に
」
厨
子
王

に
ょ
っ
て
祭
ら
れ
、
「
今
の
世
に
至
る
ま
で
、
金
焼
き
地
蔵
菩
薩
と
て
、
人
六

　
　
　
　
　
係
累
の
語
り
の
彩
成

崇
め
奉
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
安
寿
の
犠
牲
的
た
死
は
「
身
替
り
に
も
御
立
ち

あ
る
地
蔵
菩
薩
」
の
力
に
１
よ
っ
て
も
、
っ
い
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
た
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
思
え
ぱ
、
厨
子
王
の
深
い
悲
し
み
が
姉
の
霊
を
慰
め
よ
う
と
す
る

行
為
は
理
解
で
き
る
が
、
地
蔵
が
人
六
の
崇
拝
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
ぼ
は
虚

し
く
響
く
ぱ
か
り
で
あ
る
。
死
し
て
な
お
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
安
寿
の
面
影
を
、

形
見
と
し
て
の
金
焼
き
地
蔵
に
ー
人
六
は
見
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
思
う
と
き
、
こ
の
説
経
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
世
界
が
単
な
る
地
蔵

の
霊
験
課
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
、
地
蔵
に
代
わ
っ
て
、
人
問

で
あ
る
安
寿
が
代
受
苦
者
と
し
て
の
行
為
を
荷
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ

　
　
　
　
璽

れ
る
よ
う
に
、
霊
験
課
と
し
て
の
発
想
に
支
え
ら
れ
っ
っ
、
霊
験
課
の
世
界
そ

の
も
の
を
内
都
か
ら
突
き
崩
し
て
行
く
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
方
法
の
解
明
の
た
め
に
、
厨
子
王
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
安
寿
の
犠

牲
的
な
生
と
死
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
の
だ
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
期
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
三
・
一
・
二
十
）

　
○
東
洋
文
庫
二
四
三
、
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
氏
編
注
『
説
経
節
』
「
ま
え
が
き
」
。

　
　
な
お
、
以
下
の
本
文
引
用
は
特
に
断
ら
た
い
限
り
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
た
だ
し
、

　
　
ル
ビ
・
譜
節
等
は
私
に
省
略
し
た
。

　
　
横
山
重
氏
が
慶
応
義
塾
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
中
性
文
学
研
究
と
資
料
』
に
翻

　
　
刻
、
『
説
経
正
本
集
第
一
』
に
再
録
。

　
＠
横
山
氏
『
説
経
正
本
集
第
一
』
解
題
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



係
累
の
語
り
の
形
成

　
　
前
掲
ゆ
に
同
じ
。

＠
荒
木
氏
前
掲
◎
書
「
解
説
・
解
題
」
。

＠
　
前
掲
＠
に
同
じ
。

¢
　
前
掲
◎
に
同
じ
。

ゆ
新
潮
目
本
古
典
案
成
収
録
。

＠
　
「
物
語
の
骨
格
」
と
は
、
こ
こ
で
は
各
場
面
の
配
列
の
さ
れ
方
、
人
物
の
配
置
と

　
行
動
、
事
件
の
展
開
な
ど
、
語
り
が
生
成
す
る
物
語
の
時
空
を
埋
め
て
い
る
、
具
体

　
的
た
構
成
要
素
お
よ
び
構
成
方
法
の
全
体
を
指
し
て
用
い
て
い
る
。

＠
前
掲
＠
に
同
じ
。
そ
れ
に
よ
れ
ぱ
模
刻
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
撮
州

　
東
成
郡
生
玉
庄
大
阪
　
天
下
一
説
経
興
七
郎
以
正
開
　
さ
ん
せ
う
太
夫
上
　
　
ヨ
ト
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
カ
）

　
た
二
い
ま
か
た
り
申
御
物
か
た
り
、
く
に
を
申
さ
ぱ
た
ん
ご
の
口
、
か
な
や
き
ぢ
そ

う
の
御
ほ
ん
芸
、
あ
ら
く
と
き
た
て
ひ
ろ
め
申
に
、
こ
れ
圭
た
び
は
、
に
ん

　
げ
ん
に
て
お
は
し
ま
す
、
人
」

◎
　
山
本
氏
「
説
経
節
の
語
り
と
構
造
」
（
前
掲
◎
書
所
収
）
。
氏
は
「
冒
頭
」
だ
げ
で

　
は
な
く
、
詞
章
の
全
般
に
わ
た
っ
て
「
決
り
文
句
」
を
精
査
さ
れ
て
お
り
、
説
経
に

　
お
げ
る
口
語
り
の
方
法
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
示
竣
的
で
あ
る
。

＠
　
山
本
氏
は
前
掲
＠
論
文
で
、
「
入
力
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
「
口
語
り
の
統
辞

　
法
」
を
問
題
に
さ
れ
な
が
ら
、
「
入
力
と
し
て
働
く
抽
象
的
、
彫
式
的
た
『
主
題
』

　
を
想
定
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
太
夫
未
詳
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
（
寛
永
八
年
刊
、
し
や
う
る
り
や
喜
衛
門

　
板
）

＠
　
山
本
氏
前
掲
◎
論
文
に
言
う
、
「
二
次
的
決
り
文
句
」
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。

　
「
単
位
数
が
多
く
な
る
と
、
親
和
力
が
弱
ま
り
、
や
や
異
な
っ
た
語
句
と
た
り
や
す

　
い
」
と
さ
れ
る
。

＠
　
和
辻
哲
郎
氏
「
埋
れ
た
日
本
」
（
全
集
巻
三
所
収
）

＠
　
七
太
夫
正
本
の
本
文
引
用
は
、
前
掲
＠
書
に
よ
る
。

二
一

＠
　
こ
の
地
名
に
。
つ
い
て
は
、
常
陸
国
信
太
郡
信
太
、
同
国
行
方
郡
玉
作
、
陸
前
国
志

　
田
郡
、
同
国
玉
造
郡
の
二
説
が
あ
る
。
室
木
氏
は
後
者
を
と
ら
れ
、
「
代
々
二
郡
を

　
所
領
し
て
い
る
旨
の
由
緒
を
書
き
記
し
た
物
」
と
さ
れ
る
（
前
掲
＠
書
頭
注
）
。
な

　
お
幸
若
舞
曲
『
信
太
』
に
も
同
様
の
「
地
券
巻
物
」
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。

＠
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
氏
『
目
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
、
特
に
中
世

　
の
地
蔵
信
仰
、
代
受
苦
者
と
し
て
の
地
蔵
に
関
し
て
は
、
岩
崎
武
夫
氏
「
中
世
の
信

　
仰
と
他
界
観
－
地
蔵
説
話
の
考
察
」
（
『
伝
統
と
現
代
』
第
二
十
四
号
）
お
よ
び
「
金

　
焼
地
蔵
－
代
受
苦
者
の
位
相
」
（
『
続
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
所
収
）
が
参
考
に
な
る
。

＠
説
経
『
し
ん
と
く
丸
』
に
、
乙
姫
が
信
徳
丸
の
、
信
徳
丸
が
父
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

　
盲
目
の
両
眼
を
開
眼
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
使
用
さ
れ
る
、
観
音
の
夢

　
告
に
よ
っ
て
授
か
っ
た
「
鳥
箒
」
と
同
じ
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
、
正
徳
板

　
『
山
庄
太
輔
』
で
は
、
「
け
い
ず
の
ま
き
も
の
取
い
た
し
。
母
上
の
両
が
ん
を
。
三

　
と
た
で
さ
せ
給
へ
ば
。
し
い
て
久
し
き
両
が
ん
、
た
ち
ま
ち
に
お
が
ま
る
二
。
」
と

　
あ
る
。

ゆ
村
山
修
一
氏
『
本
地
垂
述
』
。
氏
は
本
地
垂
述
思
想
の
展
開
を
追
い
た
が
ら
、
「
世

　
俗
杜
会
に
起
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
よ
り
試
練
を
う
げ
、
逆
境
を
戦
い
、
悲
哀
を

　
な
め
て
苦
悩
し
尽
し
た
末
、
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
き
た
」
人
間
が
神
に
昇
華
す
る
と

　
す
る
思
想
を
指
し
て
、
こ
の
語
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。

＠
　
コ
一
重
の
関
連
性
」
と
は
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
、
全
焼
き
地
蔵
の
本
地
講

　
と
の
発
想
お
よ
び
方
法
上
の
関
連
性
以
外
に
、
正
氏
の
消
息
を
簡
略
に
１
語
る
こ
と
の

　
意
味
が
、
言
わ
ぱ
正
氏
の
本
伝
に
対
す
る
外
伝
と
し
て
の
語
り
の
世
界
を
彩
成
し
よ

　
う
と
す
る
配
慮
か
ら
発
想
さ
れ
た
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
可
能
性
と

　
し
て
は
あ
り
え
た
関
連
性
を
も
指
し
て
い
る
。

＠
金
焼
き
地
蔵
と
安
寿
と
の
、
特
に
１
そ
の
彩
象
の
さ
れ
方
を
め
ぐ
っ
て
の
関
連
性
に

　
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
目
に
。
期
し

た
い
が
、
す
で
に
岩
崎
氏
の
前
掲
＠
論
文
や
「
さ
ん
せ
う
太
夫
の
構
造
」
（
『
さ
ん
せ



　
う
太
夫
考
　
中
世
の
説
経
語
り
１
』
所
収
）
な
ど
に
、
示
唆
に
富
む
見
解
が
示
さ
れ

　
て
い
る
。
た
お
、
拙
稿
「
漂
泊
者
の
代
受
苦
」
（
広
川
勝
美
編
『
物
語
と
説
話
』
所

　
収
）
を
参
照
い
た
だ
げ
れ
ぱ
幸
い
で
あ
る
。

〔
附
記
〕

　
本
稿
は
一
九
八
二
年
度
同
志
杜
大
学
国
文
学
会
に
。
お
い
て
、
「
説
経
『
さ
ん
せ
う
太

夫
』
試
論
　
未
発
の
語
り
－
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
の
一
部
を
、
改
め
て
書

き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

係
累
の
語
り
の
彩
成

二
二
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