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三
四

延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
編
集
の
方
法

縁
起
文
引
用
を
め
ぐ
っ
て

岩
　
　
名

紀
　
　
彦

　
現
存
す
る
『
平
家
物
語
』
の
多
数
の
諸
異
本
、
そ
れ
ら
の
解
明
が
研
究
史
上
、

重
要
次
位
置
を
占
め
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
特
に
近
年
は
、
諸

異
本
の
系
統
論
や
原
態
論
、
古
態
論
に
向
か
う
よ
り
も
、
ま
ず
一
異
本
自
体
の

有
す
る
世
界
を
明
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
思

　
　
○

わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
異
本
の
あ
り
方
自
体
も
多
様
た
角
度
か
ら
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
　
『
平
家
物
語
』
研
究
史
は
そ
の
よ
う
な
意

味
で
細
分
化
さ
れ
、
ま
た
深
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
史
の
現
状
は
、
い
う
ま
で
も
た
く
『
平
家
物
語
』
諸
異
本

の
有
す
る
複
雑
た
形
成
の
過
程
や
編
集
の
過
程
な
ど
、
本
文
自
体
の
抱
え
る
多

様
性
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
異
本
自
体
の
多
様
性
が
、
方
法
論

自
体
を
多
様
化
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
一
異
本
を
論
じ
る
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
個
々

の
異
本
の
独
自
性
や
、
そ
れ
と
大
き
く
重
た
る
と
こ
ろ
の
諸
異
本
間
の
差
異
性

が
間
わ
れ
ね
ぽ
た
る
ま
い
。
諾
異
本
の
総
体
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、

一
つ
の
異
本
の
位
相
は
絶
対
的
た
も
の
で
は
た
く
、
き
わ
め
て
相
対
的
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
、
諸
異
本
を
並
列
化
し
て
対
置
さ
せ
て
み
る
こ

と
か
ら
始
め
な
け
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
諸
異
本
間
の
差
異
性
は
、
そ
の
よ
う
に
対

置
さ
れ
た
一
異
本
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
お
の
ず
か
ら
出
現
す
る
で
あ
ろ
う

し
、
先
後
関
係
た
ど
も
同
時
に
明
ら
か
と
た
る
に
相
違
た
い
。

　
小
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
編
集
と
い
う
視
座
か
ら
一
異

本
論
を
展
開
す
る
た
め
に
、
『
平
家
物
語
』
諸
異
本
中
、
最
も
興
味
深
い
編
集

の
在
り
様
を
示
す
と
思
わ
れ
る
延
慶
本
を
対
象
に
据
え
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

Ｈ

一
異
本
の
独
自
性
を
編
集
と
い
う
面
か
ら
捉
え
る
際
に
、
編
集
方
法
に
つ
い



て
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
編
集
作
業
が
あ
る
一
貫
し
た

方
法
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
編
集
に
お
げ
る
内
容
・
表
現
等

の
統
一
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
異
本
に
特
徴
的
な
傾
向
性
が
そ
こ
に
見
出

せ
れ
ぱ
、
そ
の
異
本
の
編
集
さ
れ
て
い
く
過
程
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
記
事
に
対
時
し
た
と
き
、
異
本
の
特
徴
的
な
編
集
の
様

相
は
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
武
久
堅
氏
は
『
平
家

物
語
』
を
「
伝
承
部
」
と
「
著
述
部
」
の
「
編
成
態
」
と
さ
れ
、
「
目
記
・
史

書
・
縁
起
・
説
話
集
等
を
資
料
と
し
て
新
た
に
。
執
筆
さ
れ
た
著
述
部
」
が
、

「
記
事
の
選
択
も
含
め
て
当
然
、
編
集
者
の
思
想
や
編
入
動
機
が
影
を
落
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
著
述
部
」

に
相
当
す
る
部
分
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
平
家
物
語
』
と
は
全
く
無
関
係

に
作
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
が
編
集
さ
れ
て
く
る
際
に
、

編
集
上
の
何
ら
か
の
特
徴
が
現
れ
て
く
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
麻
原
美
子
氏
が
か
つ
て
阪
口
玄
章
氏
が
『
平
家
物
語
』
の
形
成
に
「
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

團
説
話
」
と
「
主
要
説
話
」
の
二
種
が
か
か
わ
っ
た
と
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
い

て
、
軍
記
物
語
全
般
に
着
目
し
、

　
　
従
属
説
話
の
方
は
む
し
ろ
連
続
し
た
話
談
を
分
断
し
（
中
略
）
今
日
の
我
々
の
目
か

　
　
ら
は
何
ら
そ
の
存
在
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
種
類
と
位
相

　
　
は
は
か
ら
ず
も
そ
の
作
品
の
、
或
い
は
そ
の
諸
本
の
特
質
を
見
事
に
物
語
る
結
果
と

　
　
な
っ
て
、
諸
異
本
を
含
め
て
の
作
品
成
立
過
程
の
一
端
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
に
校
り
、

　
　
研
究
対
象
と
し
て
は
は
る
か
に
重
要
な
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
編
集
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
見
解
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
を
「
挿
入
説
話
」
と
呼
ん
で
考
察
さ
れ
た
こ

と
と
も
関
係
が
深
い
。
　
「
挿
入
」
と
い
う
話
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
せ
て

お
ら
れ
る
か
は
判
然
と
し
た
い
が
、
麻
原
氏
の
対
象
と
さ
れ
た
記
事
か
ら
考
え

れ
ぱ
、
故
事
や
寺
杜
の
縁
起
文
た
ど
で
あ
る
か
ら
、
武
久
氏
が
い
わ
れ
た
と
こ

ろ
の
「
著
述
部
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
「
そ
の
作
品
の
、
或

い
は
そ
の
諸
本
の
特
質
を
見
事
に
物
語
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
編
集

上
の
問
題
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
編
集
方
法
を
探
る
う

え
で
そ
れ
ら
の
記
事
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
た
い
。
治
承
・
寿
永
の
内

乱
を
基
本
的
に
は
編
年
体
的
に
叙
述
す
る
『
平
家
物
語
』
に
あ
っ
て
、
元
来
そ

れ
と
は
全
く
無
関
係
に
存
在
し
た
記
事
が
、
作
品
の
ど
の
よ
う
な
位
置
に
ど
の

よ
う
な
意
図
で
配
さ
れ
る
か
は
、
編
集
方
法
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
問
題

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
延
慶
本
が
特
異
な
編
集
の
方
法
を
示
す

寺
杜
の
縁
起
文
に
対
象
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
を
論
じ
る

に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
『
平
家
物
語
』
全
体
に
お
げ
る
縁
起
文
の
編
集
が
、
ど

の
よ
う
に
た
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
内
容
的

な
面
か
ら
い
え
ば
、
縁
起
文
は
ど
こ
の
寺
杜
の
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
草
創
縁
起
、

霊
験
縁
起
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
の
寺
杜
の
貴
性
を
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い

る
。
延
慶
本
が
引
用
す
る
際
に
も
、
そ
う
し
た
内
容
を
含
み
っ
っ
、
寺
杜
の
名

称
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
関
し
て
い
え
ぱ
、
編
集
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

諸
異
本
に
差
異
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
間
題
と
し
た
い
の
．
は
、
形
態
的
な
面
で
あ
る
。
縁
起
文
引
用
に
お
い

て
『
平
家
物
語
』
諾
異
本
は
同
一
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
■
そ
の
こ
と
を
、
諾

異
本
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
記
載
さ
れ
る
善
光
寺
の
縁
起
に
例
を
　
１
と
っ
て
考
え
て
み

た
い
。

　
諸
異
本
を
通
じ
て
善
光
寺
の
縁
起
は
、
善
光
寺
の
炎
上
記
事
の
後
に
続
い
て

記
さ
れ
、
覚
一
本
で
は
巻
二
後
半
の
山
門
滅
亡
記
事
の
後
、
延
慶
本
で
は
第
二

本
の
前
半
で
同
じ
く
山
門
滅
亡
記
事
の
後
、
源
平
盛
衰
記
や
長
門
本
、
そ
の
他

善
光
寺
炎
上
の
記
事
を
も
つ
諸
異
本
い
ず
れ
も
山
門
滅
亡
の
記
事
の
後
に
位
置

さ
せ
て
い
る
。
た
お
、
屋
代
本
・
百
二
十
句
本
等
に
は
善
光
寺
炎
上
の
記
事
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
に
は
善
光
寺
の
縁
起
も
含
ま
れ
て
い
抵
い
。

　
善
光
寺
の
炎
上
の
記
事
に
１
続
い
て
縁
起
が
記
さ
れ
て
く
る
理
由
は
、
諸
異
本

共
通
し
て
章
段
末
尾
に
あ
る
善
光
寺
の
縁
起
引
用
の
後
の
結
文
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
延
慶
本
で
示
す
と

　
　
王
法
傾
ム
ト
キ
ハ
仏
法
先
滅
ト
云
ヘ
リ
、
サ
レ
ハ
ニ
ヤ
カ
ヤ
ウ
ニ
サ
シ
モ
止
事
ナ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
霊
寺
霊
山
ノ
多
ク
減
ヒ
ヌ
ル
ハ
王
法
ノ
末
二
臨
メ
ル
瑞
相
ニ
ヤ
ト
ソ
歎
ア
ヘ
ル

と
た
っ
て
い
る
。
長
門
本
や
源
平
盛
衰
記
に
お
い
て
も
こ
の
結
文
の
内
容
は
ほ

ぼ
等
し
く
、
覚
一
本
で
は
「
王
法
ノ
末
二
臨
メ
ル
瑞
相
」
が
「
平
家
の
末
に
な

　
　
　
　
　

り
ぬ
る
先
表
」
と
な
っ
て
い
て
相
違
す
る
が
、
善
光
寺
の
縁
起
を
引
用
す
る
意

図
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
は
結
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
善
光
寺
炎
上
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

っ
て
仏
法
の
減
び
を
い
い
、
　
「
サ
シ
モ
止
事
ナ
キ
霊
寺
霊
山
」
の
例
と
し
て
善

光
寺
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
縁
起
を
引
用
す
る
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
っ
ま

り
、
こ
こ
で
は
善
光
寺
の
貴
性
を
縁
起
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
止
事

ナ
キ
」
寺
院
の
炎
上
が
、
、
前
段
の
山
門
滅
亡
と
と
も
に
、
仏
法
の
滅
び
の
強
調

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
編
集
方
法
と
し
て
の
引
用
の
移
態
に
視
点

を
移
し
て
み
よ
う
。
『
善
光
寺
縁
起
』
は
、
早
く
『
扶
桑
略
記
』
等
に
一
部
引

用
の
移
態
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『
扶
桑
略
記
』
，
に
は
、
冒
頭
に
・
「
善
光
寺
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

起
云
」
、
末
尾
に
割
注
の
彩
で
「
已
上
出
二
彼
寺
本
縁
起
之
文
一
」
と
あ
っ
て
、

そ
の
存
在
が
知
れ
る
。
た
だ
し
、
現
存
の
『
善
光
寺
縁
起
』
の
完
本
は
『
続
群

書
類
従
』
所
収
の
四
巻
本
（
以
下
、
類
従
本
と
乎
ぶ
）
が
最
も
古
い
も
の
と
思

わ
れ
、
米
山
一
政
氏
に
拠
れ
ぽ
、
類
従
本
は
「
応
安
三
年
以
後
応
永
三
十
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
で
の
問
に
な
っ
た
も
の
」
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
『
平
家
物
語
』

が
依
拠
し
た
『
善
光
寺
縁
起
』
は
、
　
『
扶
桑
略
記
』
の
引
用
し
た
縁
起
か
ら
類

従
本
に
至
る
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
二
っ
に
比
ぺ

て
み
て
も
、
『
平
家
物
語
』
諸
異
本
中
の
記
事
は
い
ず
れ
も
簡
略
化
さ
れ
て
お

り
、
諸
異
本
中
最
も
記
事
の
長
い
源
平
盛
衰
記
に
し
て
も
、
月
蓋
長
者
の
娘
が

五
種
の
悪
病
を
患
い
、
そ
の
救
い
を
長
者
が
仏
に
求
め
た
と
い
う
も
の
で
、
そ

の
部
分
の
み
が
他
諸
異
本
よ
り
長
い
だ
げ
で
、
そ
れ
も
類
従
本
に
見
ら
れ
る
話

を
大
幅
に
簡
略
化
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
章
段
内
の
他
の
都
分
の
記
事
と
同
様



で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
諾
異
本
に
お
げ
る
『
善
光
寺
縁
起
』
引

用
の
彬
態
は
、
縁
起
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
な
ぜ
要
約
と
い
う
形
態
で
引
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
寺
杜
の
貴
性
を
主
張
す
る
こ
と
を
作
成
の
目
的
と
し
た
縁
起
文
と
、
先

に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
「
止
事
ナ
キ
霊
寺
」
と
し
て
善
光
寺
を
位
置
づ
げ
よ

う
と
す
る
『
平
家
物
語
』
諸
異
本
の
引
用
の
意
図
と
が
合
致
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
と
推
則
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
縁
起
文
の
全
容
を
引
用
す
れ
ぱ
諾
異
本
の
引

用
の
意
図
は
不
足
な
く
充
た
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
類
従
本
の
よ
う

な
長
大
な
縁
起
を
全
文
引
用
す
る
こ
と
は
実
質
的
に
不
可
能
な
の
で
、
引
用
の

意
図
を
果
た
す
た
め
に
、
縁
起
の
も
つ
世
界
を
崩
さ
ず
要
約
と
い
う
形
態
で
記

し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
寺
杜
の
貴
性
を
い
う
縁
起
文
の
作
成
の
目
的
が
、
　
『
平
家
物
語
』

の
引
用
の
意
図
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
こ
の
善
光
寺
の
場
合
に
限
ら
ず
『
平
家

物
語
』
の
縁
起
文
引
用
に
お
い
て
一
般
に
見
出
せ
る
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

三
井
寺
の
縁
起
は
善
光
寺
の
場
合
と
同
様
、
炎
上
の
記
事
の
直
後
に
位
置
し
て

い
る
。
こ
の
三
井
寺
の
炎
上
記
事
に
関
し
て
は
、
諸
異
本
、
位
置
的
に
異
同
が

あ
り
、
覚
一
本
、
源
平
盛
衰
記
は
高
倉
宮
・
頼
政
事
件
の
直
後
、
延
慶
本
は
南

都
炎
上
の
前
に
各
々
存
在
す
る
。
し
か
し
、
炎
上
記
事
の
後
に
三
井
寺
の
縁
起

を
置
く
と
い
う
構
成
は
同
じ
で
あ
り
、
内
容
に
も
大
き
な
相
違
は
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
編
集
の
方
法

そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
三
井
寺
の
縁
起
は
、
『
扶
桑
略
記
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
伊

呂
波
字
類
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
等
、
多
く
の
文
献
に
見
出
さ
れ
る
も
の
の
要

約
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
三
井
寺
の
縁
起
引
用
の
意
図
に
関
し
て
も
、
善
光
寺
の
場
合
と
同
様
、

結
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
諸
異
本

に
よ
っ
て
位
置
が
異
な
る
の
で
、
結
文
も
相
違
し
て
い
る
。
覚
一
本
で
は
、

　
　
か
二
る
天
下
の
み
だ
れ
、
國
土
の
さ
は
ぎ
、
た
父
事
と
も
お
凄
え
ず
。
平
家
の
世
の

　
　
末
に
な
り
ぬ
る
先
表
や
ら
ん
と
ぞ
、
人
申
け
る
。

と
な
っ
て
い
て
、
高
倉
宮
・
頼
政
事
件
も
含
め
て
「
か
ふ
る
天
下
の
み
だ
れ
、

國
土
の
さ
は
ぎ
」
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
平
氏
減
亡
の
前
兆
と
す
る
。
延
慶

本
で
は
、

　
　
カ
ク
止
事
ナ
キ
聖
跡
ナ
レ
ト
モ
事
ト
モ
云
ワ
ス
弓
箭
ヲ
入
ヌ
ル
コ
ソ
悲
ケ
レ

で
あ
っ
て
、
三
井
寺
の
減
び
を
嘆
く
詞
章
と
た
っ
て
い
る
。
源
平
盛
衰
記
も
結

文
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
結
文
の
内
容
は
相
違
す
る
も
の
の
、
三
井
寺
の
縁
起
を
引
用

す
る
意
図
は
、
や
は
り
三
井
寺
の
貴
性
を
い
う
こ
と
で
あ
る
。
覚
一
本
は
、
そ

う
し
た
寺
院
が
減
ぶ
こ
と
を
「
天
下
の
み
だ
れ
、
國
土
の
さ
は
ぎ
」
と
し
、
延

慶
本
や
源
平
盛
衰
記
で
は
「
カ
ク
止
事
ナ
キ
聖
跡
」
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た
め

に
縁
起
文
が
引
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
縁
起
文
作
成
の

目
的
と
合
致
す
る
が
ゆ
え
に
、
要
約
と
い
う
彩
態
で
引
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

る
。　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
平
家
物
語
』
諸
異
本
の
縁
起
文
引
用
は
、
寺
杜

の
縁
起
文
作
成
の
目
的
と
引
用
の
意
図
と
が
重
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
約
と

い
う
彩
態
を
と
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
編
集
方
法
は
、
延

慶
本
に
も
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
延
慶
本
が
他
諸
異
本
に
た
い
独
自

の
編
集
の
方
法
を
と
る
こ
と
を
、
引
用
の
形
態
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

ｏ

　
延
慶
本
第
五
末
　
十
五
「
惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
」
の
章
段
を
、
　
『
粉
河
寺
縁

起
』
の
引
用
か
ら
検
討
し
て
み
る
。

　
こ
の
章
段
と
『
粉
河
寺
縁
起
』
の
依
拠
関
係
に
つ
い
て
は
、
武
久
堅
氏
が
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
に
検
討
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
た
い
。

た
だ
、
小
稿
の
目
的
は
延
慶
本
の
縁
起
文
引
用
の
方
法
を
み
る
こ
と
に
あ
る
の

で
、
そ
の
観
点
か
ら
論
述
し
て
い
き
た
い
。

　
『
粉
河
寺
縁
起
』
は
、
漢
文
縁
起
と
和
文
縁
起
三
十
三
話
か
ら
成
る
。
成
立

は
「
第
二
十
二
段
に
見
え
る
天
福
二
年
（
二
一
三
四
）
の
年
号
が
最
も
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
さ
ほ
ど
隔
た
ら
た
い
時
期
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漢

文
縁
起
に
つ
い
て
は
一
〇
五
四
年
成
立
の
醍
醐
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
中
の

『
粉
河
寺
大
率
都
婆
建
立
縁
起
』
に
近
く
、
和
文
縁
起
と
は
別
個
に
成
立
し
た

ら
し
い
。
『
続
群
書
類
従
』
は
両
者
を
分
げ
て
記
載
す
る
が
、
目
本
思
想
大
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

２
０
『
寺
杜
縁
起
』
所
収
の
伏
見
宮
家
旧
蔵
本
で
は
漢
文
縁
起
と
和
文
縁
起
を
併

せ
て
一
本
と
す
る
。
漢
文
縁
起
は
主
と
し
て
寺
院
草
創
を
記
し
、
和
文
縁
起
は

粉
河
寺
に
関
す
る
霊
験
等
を
記
す
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
分
げ
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
延
慶
本
は
こ
の
漢
文
縁
起
と
和
文
縁
起
、
そ
れ
に
武
久
氏
の
指
摘
に
も
あ
る

よ
う
に
『
粉
河
寺
大
率
都
婆
建
立
縁
起
』
か
ら
抄
出
し
て
引
用
し
な
が
ら
本
文

を
構
成
す
る
。
ま
ず
、
瀧
口
入
道
と
維
盛
一
行
が
粉
河
寺
へ
詣
で
た
際
に
、
瀧

口
の
言
葉
の
中
に
縁
起
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
和
文
縁
起
の
「
法
懐
聖

人
依
弘
法
大
師
露
告
山
住
當
寺
遂
往
生
第
廿
八
」
　
「
石
崇
聖
人
奉
山
王
十
揮
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

勅
参
當
寺
途
往
生
第
廿
五
」
「
公
舜
法
印
依
熊
野
槽
現
御
誠
所
申
往
生
第
皿
川
一
」

の
三
話
で
、
各
々
か
ら
抄
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
来
世
ノ
引
接
ヲ
祈
御
坐
ム

ニ
不
レ
可
レ
有
レ
疑
」
と
い
う
瀧
口
の
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
「
来
世
ノ
引

接
ヲ
祈
」
る
出
家
後
の
緯
盛
に
対
し
て
、
『
粉
河
寺
縁
起
』
か
ら
往
生
話
を
三

話
引
用
し
て
く
る
延
慶
本
の
意
図
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
和
文
縁
起
三
十
三
話
中
、

第
廿
三
か
ら
第
升
三
の
十
一
話
は
い
ず
れ
も
往
生
話
で
、
他
二
十
二
話
は
粉
河

寺
の
貴
性
を
様
々
な
面
か
ら
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
移
で
あ
る
和
文
縁
起

か
ら
、
往
生
話
を
三
話
と
り
だ
し
、
そ
の
各
次
か
ら
抄
出
す
る
延
慶
本
に
は
、

単
に
抽
象
的
に
寺
杜
の
貴
性
を
い
う
こ
と
と
は
違
い
、
往
生
を
は
っ
き
り
と
意

識
し
て
引
用
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
し
か
も
、
そ
の
三
話
が
互
い
に
往
生

話
で
あ
る
と
い
う
だ
げ
で
た
く
、
こ
れ
か
ら
維
盛
が
詣
で
よ
う
と
す
る
熊
野
権



現
が
公
舜
法
印
に
「
来
迎
引
接
ハ
本
地
ノ
称
也
、
粉
河
ノ
生
身
ノ
観
音
二
祈
申

セ
」
と
夢
告
し
た
こ
と
を
縁
起
第
皿
川
一
話
か
ら
同
文
で
抄
出
し
た
り
、
「
吾
朝

　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

ノ
往
二
補
陀
落
山
一
可
レ
期
二
仏
国
之
不
退
転
地
一
」
と
い
う
部
分
で
粉
河
寺
を
補

陀
落
山
と
す
る
縁
起
第
廿
五
話
か
ら
抄
出
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
１
後
者
の
引
用

は
、
往
生
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
粉
河
寺
を
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
、
維
盛
の
入

水
を
予
想
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
『
粉
河
寺
縁
起
』
の
中
で
、
「
補
陀
落
」

の
語
が
見
え
る
の
は
、
こ
の
第
廿
五
話
と
、
第
九
話
、
第
十
四
話
の
み
で
、
第

九
話
は
漢
詩
の
中
に
、
第
十
四
話
は
和
歌
の
中
に
各
々
見
出
さ
れ
、
直
接
的
に

往
生
と
は
関
係
し
て
い
な
い
。
補
陀
落
山
と
粉
河
寺
を
重
ね
あ
わ
せ
、
往
生
を

い
う
第
廿
五
話
か
ら
抄
出
し
て
引
用
す
る
延
慶
本
は
、
お
そ
ら
く
維
盛
の
補
陀

落
渡
海
を
擬
し
た
入
水
も
暗
示
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
瀧
口
の
言
葉
と
し
て
、
『
粉
河
寺
縁
起
』
か
ら
抄
出
し
て
本
文
を
構
成

す
る
延
慶
本
は
、
熊
野
権
現
の
託
宣
、
補
陀
落
往
生
と
い
う
二
点
を
中
心
に
。
、

三
つ
の
往
生
話
か
ら
抄
出
し
て
引
用
す
る
と
い
う
編
集
方
法
を
と
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
れ
は
他
諾
異
本
に
は
み
ら
れ
な
い
縁
起
文
の
編
集
方
法
で
あ
る
と

い
え
る
。
以
下
、
そ
の
抄
出
と
い
う
点
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
次
は
維
盛
ら
が
粉
河
寺
の
内
部
へ
入
っ
た
時
に
見
た
池
の
説
明
で
、
武
久
氏

も
「
最
初
出
現
の
御
池
は
、
縁
起
第
五
と
十
一
の
巧
み
た
合
成
で
あ
る
。
」
と

　
　
　
　
　
　
＠

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
抄
出
し
て
本
文
を
構
成
す
る
と
い
う
延
慶
本
の
特

徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

　
そ
の
後
、
維
盛
ら
が
境
内
を
め
ぐ
っ
て
い
る
時
に
桜
の
木
が
あ
り
、
そ
こ
で

「
藤
原
宗
永
移
栽
花
木
子
孫
繁
昌
第
十
三
」
が
要
約
し
て
引
用
さ
れ
る
。
特
に

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
藤
原
宗
永
が
「
武
勇
の
家
に
生
ず
。
狩
猿
を
事
と

す
。
」
と
縁
起
に
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
維
盛
は
往
生
を
願
っ
て
粉
河
寺

に
参
詣
す
る
の
だ
が
、
平
氏
の
嫡
流
小
松
家
に
生
ま
れ
、
度
々
の
合
戦
に
も
大

将
軍
と
し
て
出
陣
し
た
武
将
に
と
っ
て
、
殺
生
と
い
う
罪
障
が
当
然
往
生
の
妨

げ
と
た
る
。
こ
こ
で
「
武
勇
の
家
」
に
生
ま
れ
「
狩
猶
を
事
」
と
し
て
い
た
宗

永
が
、
仏
道
に
帰
依
し
て
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
を
引
用
し
て
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
維
盛
の
罪
障
も
滅
し
、
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
次
に
「
抑
当
寺
老
光
仁
天
皇
」
で
始
め
ら
れ
る
漢
文
体
の
引
用
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
漢
文
縁
起
や
『
粉
河
寺
大
率
都
婆
建
立
縁
起
』
に
み
ら
れ
る
、
大
伴
孔

子
古
の
建
立
由
来
と
河
内
の
佐
太
夫
の
子
供
の
病
気
が
平
癒
し
た
話
で
、
武
久

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
文
縁
起
よ
り
も
『
粉
河
寺
大
率
都
婆
建
立

縁
起
』
に
近
く
、
部
分
的
に
和
文
縁
起
「
後
白
河
法
皇
御
願
千
手
堂
中
奪
因
縁

第
廿
一
」
に
拠
っ
て
い
る
。
大
伴
孔
子
古
の
話
は
、
草
創
縁
起
で
粉
河
生
身
観

音
の
由
来
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
も
先
ほ
ど
の
宗
永
と
同
様
「
塵
鹿
ヲ
逐
ヲ
以

テ
業
ト
シ
」
て
い
た
人
問
で
あ
り
、
維
盛
と
の
重
た
り
が
指
摘
で
き
る
。
河
内

佐
太
夫
の
話
は
、
観
音
の
功
徳
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
愛
子
の
病
の
平
癒
を
い

う
と
こ
ろ
に
、
都
に
残
し
て
き
た
子
息
六
代
ら
の
安
否
を
気
づ
か
い
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

理
由
と
な
っ
て
屋
島
の
陣
を
脱
げ
出
し
た
維
盛
の
心
情
と
の
接
点
が
見
出
せ
る
。

　
続
く
花
山
法
皇
の
御
幸
は
和
文
縁
起
の
「
花
山
法
皇
第
六
」
か
ら
の
抄
出
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ソ

「
常
燈
ヲ
拝
給
二
’
モ
無
始
ノ
罪
障
モ
消
ヌ
ラ
ソ
」
「
六
根
罪
障
過
現
所
犯
一
時
消

滅
ト
ソ
聞
ヘ
シ
」
と
い
う
よ
う
た
部
分
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
罪
障
を
減

↓
て
往
生
を
遂
竹
よ
う
と
す
る
維
盛
の
意
識
と
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
を
意
図
し

て
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
延
慶
本
に
お
け
る
『
粉
河
寺
縁
起
』
か
ら
の
引
用

は
、
抄
出
と
い
う
形
態
で
な
さ
れ
、
各
々
が
維
盛
自
身
の
境
遇
や
心
境
と
重
ね

あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は

　
　
是
以
七
千
夜
叉
之
鎮
護
ニ
ハ
妻
子
安
穏
ノ
懸
ヲ
繋
ケ
、
十
二
大
願
ノ
真
傷
ニ
ハ
惟
盛

　
　
菩
提
ノ
台
ヲ
祈
ル
ト
伏
拝
テ
泣
六
下
向
シ
給
ケ
リ

と
い
う
章
段
の
結
文
で
い
っ
そ
う
明
白
と
た
る
で
あ
ろ
う
。
す
た
わ
ち
、
延
慶

本
は
維
盛
の
「
妻
子
安
穏
」
と
自
身
の
往
生
を
願
う
姿
を
、
　
『
粉
河
寺
縁
起
』

か
ら
病
の
平
癒
を
い
う
話
と
、
往
生
話
、
そ
れ
も
多
く
罪
障
を
減
し
て
往
生
し

た
話
を
抄
出
し
て
、
こ
の
章
段
を
構
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
Ｈ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
延
慶
本
の
縁
起
文
引
用
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は

他
諸
異
本
と
同
様
、
要
約
の
形
態
が
と
ら
れ
る
わ
げ
だ
が
、
こ
の
『
粉
河
寺
縁

起
』
か
ら
の
引
用
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
抄
出
の
引
用
と
呼
ぶ
よ
う
た
形
態
を

と
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
行
す
る
縁
起
文
か
ら
延
慶
本
に
必
要
な
部
分

の
み
を
合
成
し
て
編
集
す
る
方
法
で
あ
り
、
要
約
し
て
編
集
す
る
場
合
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
そ
の
差
異
は
、
引
用
の
意
図
の
相
違
か
ら
う
ま
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
章
段
に
お
い
て
延
慶
本
が
抽
象
的
に
粉
河
寺
の
貴
性
を
い
う

必
要
は
た
く
、
維
盛
の
心
情
と
の
対
応
部
分
だ
け
を
と
り
こ
め
ぱ
よ
い
の
で
あ

る
。　

縁
起
文
の
引
用
に
お
い
て
、
『
平
家
物
語
』
に
一
般
に
み
ら
れ
る
要
約
の
彩

態
で
は
、
縁
起
文
の
内
容
自
体
が
間
わ
れ
る
こ
と
は
た
い
。
縁
起
文
は
元
来
、

寺
杜
の
貴
性
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
こ
と
を
引
用
の
意
図
と
す
る
場
合

は
、
縁
起
文
が
ど
の
よ
う
た
内
容
を
有
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
間
題
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
極
端
に
い
う
た
ら
ぱ
、
善
光
寺
の
縁
起
文
が
「
止
事
ナ
キ
霊

寺
」
を
い
う
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
し
た
と
き
、
善
光
寺
が
炎
上
し
た
頃
、

炎
上
し
た
り
滅
び
た
り
し
た
他
の
名
刹
が
あ
れ
ぱ
、
そ
の
寺
院
の
縁
起
文
が
引

用
の
対
象
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
の
が
善
光
寺
の
縁
起

で
匁
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
必
然
性
は
無
い
。

　
逆
に
、
抄
出
す
る
場
合
は
こ
こ
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
粉
河
寺
な
ら
粉
河
寺

の
縁
起
文
で
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
編
集
方
法
は
、
『
平
家

物
語
』
諸
異
本
中
、
延
慶
本
に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
編
集
の
一
特

徴
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

嘗

次
に
、
第
四
－
六

「
安
楽
寺
由
来
事
付
霊
験
無
双
事
」
の
章
段
に
お
げ
る



『
北
野
天
神
縁
起
』
等
か
ら
の
引
用
に
っ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
章
段
に
っ
い

て
は
、
横
井
孝
氏
が
『
北
野
天
神
縁
起
』
『
大
鏡
』
『
天
満
宮
託
宣
記
』
か
ら
の

引
用
を
指
摘
さ
れ
、
「
延
慶
本
、
『
縁
起
』
類
は
『
大
鏡
』
そ
の
も
の
よ
り
も
、

『
大
鏡
』
の
拠
っ
た
説
話
（
乃
至
資
料
）
自
体
に
依
拠
し
た
、
と
い
っ
た
方
が
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
近
か
ろ
う
か
」
と
推
察
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
武
久
堅
氏
は
「
『
大
鏡
』

以
後
に
成
長
発
展
し
た
天
神
説
話
、
縁
起
、
託
宣
類
の
書
承
資
料
に
依
拠
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
充
実
し
た
安
楽
寺
由
来
、
霊
験
無
双
講
の
編
集
を
見
る
こ
と

に
至
っ
た
」
と
さ
れ
、
本
文
を
九
つ
の
部
分
に
分
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
を
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

密
に
分
析
さ
れ
、
横
井
氏
と
は
別
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
こ
の
武
久
氏
の
依
拠
関
係
に
ー
っ
い
て
の
論
考
に
は
異
議
を
は
さ
む
べ
き
と
こ

ろ
は
な
い
。
た
だ
『
北
野
天
神
縁
起
』
か
ら
の
引
用
は
、
梅
津
次
郎
氏
が
冒
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

部
の
相
違
か
ら
縁
起
を
甲
・
乙
・
丙
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
の
に
加
え
て
、
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

上
学
氏
が
丁
類
と
さ
れ
た
『
神
道
集
』
巻
九
「
北
野
天
神
の
事
」
や
「
洛
陽
北

野
天
神
縁
起
」
な
ど
と
飛
梅
の
話
や
託
宣
中
の
漢
詩
の
配
置
な
ど
の
部
分
で
、

他
三
類
に
比
し
て
近
接
性
を
示
す
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
章
段
に
お
い
て
も
粉
河
寺
の
場
合
と
同
様
、
抄
出
と
い
う
形
態

で
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
縁
起
の
ど
の
よ
う
た
都
分
が
抄
出
さ
れ

て
本
文
を
構
成
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
結
文
の
表
現
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
段

で
は
、
他
の
章
段
と
は
違
い
、
結
文
と
み
ら
れ
る
部
分
が
末
尾
で
は
な
く
、
章

　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

段
の
中
途
に
入
っ
て
い
る
。

　
　
サ
レ
ハ
経
盛
昔
ノ
御
事
ヲ
思
出
シ
奉
テ
、
フ
ル
キ
都
ノ
恋
サ
ハ
ト
詠
メ
給
ケ
ル
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
昌
　
　
ノ
”
キ
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
一
ｉ
　
ル
　
　
ヲ
　
田

　
　
ヘ
シ
、
昔
ハ
沈
二
無
実
之
恨
夫
下
為
二
霊
魂
一
今
応
二
都
部
之
崇
敬
一
護
二
因
季
成
二
神

　
　
塑
給
ヘ
リ
、
十
善
帝
王
三
種
ノ
神
砥
ヲ
帯
シ
テ
御
ス
、
争
カ
還
幸
ノ
御
納
受
モ
ナ

　
　
カ
ル
ヘ
キ
ト
各
心
強
ク
ソ
被
レ
祈
ケ
ル

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
こ
の
章
段
が
ど
の
よ
う
た
意
図
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
末
尾
に
は
な
い
が
結
文
と
み
た
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
文
を
境
に
、
こ
の
章
段
は
道
真
の
死
と
死
後
の
奇
瑞
や
託
宣
の
詩
を
い
う
前

半
と
、
北
野
杜
の
霊
験
、
及
び
託
宣
で
構
成
さ
れ
る
後
半
と
に
分
げ
ら
れ
る
。

「
サ
レ
ハ
経
盛
」
以
下
の
部
分
は
、
前
の
章
段
「
平
家
人
々
詣
安
楽
寺
給
事
」
で

　
　
旧
都
ヲ
思
出
テ
修
理
大
夫
経
盛
カ
ク
ソ
詠
給
ケ
ル

　
　
　
ス
ミ
ナ
レ
シ
古
キ
都
ノ
恋
シ
サ
ハ

　
　
　
神
モ
音
ヲ
ワ
ス
レ
給
ワ
ッ

と
あ
る
こ
と
に
対
応
し
、
「
サ
レ
ハ
」
は
章
段
の
前
半
部
、
特
に
遣
真
が
太
宰

府
に
流
さ
れ
、
そ
こ
で
『
大
鏡
』
や
縁
起
か
ら
一
様
に
無
実
を
訴
え
る
和
歌
を

中
心
に
抄
出
し
て
無
実
を
強
調
し
、
悲
嘆
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
受
げ

て
い
る
。

　
こ
の
結
文
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
「
昔
ハ
」
で
始
ま
る
部
分
は
、
道
真

の
流
罪
に
つ
い
て
触
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
章
段
の
前
半
部
に
対
応
し
、
　
「
今
」

で
始
ま
る
部
分
は
、
神
と
な
っ
て
霊
験
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
章
段
の

後
半
部
に
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
半
都
で
示
さ
れ
る
霊
験
は
、
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

賢
門
院
の
女
房
が
和
歌
に
よ
っ
て
無
実
を
晴
ら
さ
れ
た
話
と
、
大
納
言
禅
師
が

継
母
に
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
和
歌
に
よ
っ
て
無
実
が
晴
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
た
と
い
う
話
で
示
さ
れ
る
。
後
者
は
、
武
久
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
縁
起
に

類
話
は
あ
る
が
、
諸
説
話
集
等
に
み
ら
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に

記
載
さ
れ
る
和
歌
は
、
『
続
詞
花
和
歌
集
』
に
「
た
だ
す
の
や
し
ろ
の
は
し
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
女
の
て
に
て
か
き
つ
げ
た
り
け
る
歌
」
と
い
う
詞
書
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

北
野
杜
で
の
こ
と
と
す
る
延
慶
本
と
詠
歌
状
況
が
相
違
す
る
の
で
依
拠
関
係
は

判
断
し
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
二
話
は
同
内
容
の
記
事
で
天
神
の
霊

験
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
縁
起
諸
本
が
い
ず
れ
も
天
神
に
よ
る
霊
験
を
記

す
が
、
そ
の
内
容
は
無
実
が
晴
れ
た
と
い
う
も
の
ぱ
か
り
で
は
た
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
建
久
本
で
は
仁
和
寺
の
阿
閣
梨
の
乗
る
牛
車
の
牛
が
死

ん
だ
話
が
あ
り
、
建
保
本
で
は
仁
和
寺
の
西
念
の
往
生
話
た
ど
も
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
延
慶
本
に
は
天
神
の
霊
験
を
、
無
実
を
晴
ら
す
と
い
う

点
か
ら
構
成
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
た
抄
出
の
引
用
の
形

態
を
と
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
同
様
の
こ
と
が
、
章
段
末
尾
の
託
宣
の
引
用
に
つ
い
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
天
暦
九
年
の
比
良
宮
で
の
託
宣
で
あ
る
が
、
『
天
満
宮
託
宣
記
』
に

は
他
の
託
宣
も
当
然
含
ま
れ
て
お
り
、
特
に
北
野
杜
草
創
に
か
か
わ
る
天
慶
五

年
の
多
治
比
の
女
あ
や
子
へ
の
託
宣
は
、
道
真
を
天
神
と
し
て
祀
る
契
機
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

っ
た
も
の
で
、
縁
起
に
も
天
暦
九
年
の
託
宣
と
と
も
に
記
さ
れ
て
お
り
、
少
く

と
も
編
集
者
の
視
界
に
は
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
比
良
宮
で
の
託
宣

の
方
を
延
慶
本
が
記
す
理
由
は
、
こ
の
章
段
の
構
成
の
意
図
か
ら
考
え
て
、
託

宣
中
の

　
　
　
〃
　
　
　
　
　
ナ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
ア
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
□
’
ハ

　
　
若
命
終
、
當
生
如
レ
我
慮
－
外
乃
焚
遇
牟
人
、
惣
天
佗
－
悲
牟
者
、
助

　
　
　
　
　
ニ
ニ
芸
三
　
　
ス
　
ー
ワ
言
　
シ
ゆ

　
　
救
比
、
人
沈
損
者
、
糺
身
成
願
天

の
部
分
に
ひ
か
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
延
慶
本
の
『
天
満
宮
託
宣
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
武
久
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
よ
う
に
「
積
極
的
な
加
筆
は
行
わ
れ
て
い
」
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
文
で
引
用
し

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
部
分
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
ヲ

　
　
我
命
終
之
後
如
レ
我
遇
二
無
実
之
難
一
又
惣
柁
悲
者
救
ケ
、
又
無
実
二
沈
ミ
損
セ
シ
者

　
　
ヲ
糺
明
ス
ル
身
ト
成
ソ
ト
願
セ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
シ
ツ
メ
　
セ
ム

と
な
っ
て
い
て
「
慮
－
外
乃
欠
」
が
「
無
実
之
難
」
に
、
「
人
沈
損
者
」
が

「
無
実
二
沈
ミ
損
セ
シ
者
」
に
た
っ
て
い
る
。
文
意
は
さ
し
て
変
わ
る
わ
け
で

は
た
い
が
、
延
慶
本
と
託
宣
記
と
の
相
違
の
部
分
に
「
無
実
」
と
い
う
語
が
見

え
る
の
は
興
味
深
い
。

　
こ
の
よ
う
に
章
段
の
後
半
部
で
は
、
一
貫
し
て
天
神
が
無
実
の
人
間
を
救
う

と
い
う
霊
威
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
先
に
示

し
た
結
文
と
の
対
応
関
係
で
捉
え
て
み
る
と
、
還
幸
を
願
う
一
門
は
、
い
わ
ぱ

無
実
の
罪
に
よ
っ
て
西
国
を
流
浪
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
結
文
中
の
「
十



ノ

善
帝
王
三
種
ノ
神
砥
ヲ
帯
シ
テ
御
ス
」
と
い
う
部
分
は
、
安
徳
帝
を
奉
ず
る
一

門
の
正
統
性
の
主
張
で
あ
る
。
延
慶
本
は
、
無
実
譲
奏
に
■
よ
る
道
真
の
流
罪
と
、

安
徳
帝
を
奉
ず
る
平
氏
一
門
の
流
浪
を
重
ね
あ
わ
せ
、
二
つ
な
が
ら
非
合
理
な

も
の
と
し
て
、
こ
の
章
段
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
延
慶
本
が

前
半
部
で
は
道
真
の
無
実
の
主
張
を
、
後
半
部
で
は
天
神
が
無
実
の
人
問
を
救

う
と
い
う
こ
と
を
章
段
構
成
の
意
図
と
し
て
、
抄
出
の
引
用
と
い
う
形
態
で
編

集
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
の
一
門
の
還
幸
の
祈
り
は
成
就
し
な
か
っ
た
わ
げ
で
あ
り
、

こ
の
章
段
を
配
す
る
延
慶
本
の
意
図
は
、
積
極
的
に
作
品
の
構
想
と
結
び
つ
い

て
は
い
た
い
。
延
慶
本
の
記
載
ど
お
り
た
ら
ぱ
天
神
の
加
護
を
得
て
、
一
門
は

都
に
戻
れ
る
は
ず
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
構
想
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ら
ぱ
、
佐
伯
真
一
氏
が
主
張
さ
れ
た
「
部
分
構
想
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
延
慶
本
に
は
都
を
離
れ
て
も
三
種
の
神
器
を
も
つ
安
徳
帝
を
正
統
と
す
る

よ
う
な
記
述
が
散
在
し
、
こ
の
章
段
も
そ
う
し
た
意
識
の
も
と
で
構
成
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
延
慶
本
の
編
集
が
決
し
て
一
回
き
り
の
所
作
で
は
な
く
、
幾
度
か
に
わ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
武
久
氏
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
も

は
や
疑
い
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
編
集
の
な
さ
れ
た
彩
跡
は
延
慶

本
の
本
文
の
随
所
に
あ
ら
わ
れ
、
あ
る
い
は
長
門
本
や
源
平
盛
衰
記
と
の
比
較

　
　
　
　
　
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
編
集
の
方
法

に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
扱
っ
た
特
徴
的
た
編
集
方

法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
二
章
段
は
、
ど
ち
ら
も
延
慶
本
に
し
か
存
在
せ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
後
次
的
、
あ
る
い
は
増
補
的
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

よ
う
た
考
え
方
は
決
し
て
誤
り
で
は
た
い
が
、
諸
異
本
に
共
通
す
る
記
事
は
早

く
に
編
集
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
抱
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。
比

較
的
早
く
か
ら
作
品
内
に
存
在
し
た
記
事
で
も
、
何
度
か
の
編
集
作
業
の
中
で

新
た
に
編
み
直
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
現
存
の
延
慶
本

か
ら
そ
う
し
た
編
集
作
業
を
ど
の
よ
う
に
解
明
し
て
い
く
の
か
。
小
稿
の
出
発

点
は
そ
こ
に
あ
り
、
同
一
の
編
集
方
法
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
独
自
な
編
集
方
法

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
章
段
は
、
同
一
の
編
集
作
業
を
受
け
て
い
る
と
い
う
認

識
を
前
提
と
し
て
、
延
慶
本
に
み
ら
れ
る
抄
出
の
引
用
と
い
う
形
態
を
考
察
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
た
く
と
も
、
ｏ
・
臼
で
扱
っ
た
二
章
段
は
同

時
期
の
編
集
作
業
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
延
慶
本
の
特
徴
的
な
編
集
方
法
で
あ
る
、
こ
の
抄
出
の
引
用
は
、
対
象
と
し

た
二
章
段
の
み
た
ら
ず
、
比
較
的
出
典
の
明
確
な
記
事
で
は
検
証
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

特
に
延
慶
本
内
の
故
事
に
つ
い
て
は
、
原
拠
か
ら
の
抄
出
性
が
論
じ
ら
れ
た
も

の
も
あ
り
、
編
集
方
法
と
し
て
の
抄
出
の
引
用
が
、
延
慶
本
の
特
徴
と
し
て
見

定
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
編
集
を
可
能
と
し
た
編
集
者
の
資
質
な
り
、
職
能
な

り
を
論
じ
る
つ
も
り
は
た
い
。
問
題
は
、
延
慶
本
が
い
か
に
編
集
さ
れ
て
い
る
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延
慶
本
平
家
物
語
に
お
げ
る
編
集
の
方
法

か
で
あ
っ
て
、
編
集
者
の
位
相
を
確
定
す
る
こ
と
は
本
稿
の
主
旨
で
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
、
も
っ
と
編
集
自
体
に
眼
を
向
げ
た
い
の
で
あ
る
。
諸
異
本
に
共

通
す
る
記
事
で
へ
延
慶
本
の
み
が
内
容
を
異
に
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
た
編
集

方
法
の
視
点
か
ら
の
解
釈
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
内
容
の
差
異
が
編
集
方

法
の
差
異
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の

詳
し
い
論
究
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
注

　
◎
　
た
と
え
ぱ
、
佐
伯
真
一
氏
「
平
家
物
語
本
文
に
お
け
る
継
承
と
創
造
の
間
題
」

　
　
（
「
伝
承
文
学
研
究
」
２
８
号
、
昭
５
８
・
１
）
。
松
尾
葦
江
氏
「
源
平
盛
衰
記
の
饒
舌
さ
」

　
　
（
『
平
家
物
語
論
究
』
所
収
）
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
＠
　
『
平
家
物
語
成
立
過
程
考
』
（
二
二
頁
）
。

　
＠
　
『
平
家
物
語
の
説
話
的
考
察
』
（
七
三
頁
）
。

　
＠
　
「
軍
記
物
語
挿
入
説
話
の
位
相
」
（
『
馬
淵
和
夫
博
士
退
官
記
念
説
話
文
学
論
集
』

　
　
所
収
）
。

　
＠
　
延
慶
本
の
引
用
は
す
べ
て
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
応
永
書
写
『
延
慶
本
平
家
物

　
　
語
』
全
６
巻
（
汲
古
書
院
）
に
よ
る
。
な
お
影
印
本
の
た
め
、
漢
字
表
記
は
現
行
の

　
　
も
の
を
用
い
、
読
点
は
私
に
施
し
た
。
ま
た
、
漢
文
体
の
部
分
の
訓
点
は
、
明
ら
か

　
　
な
も
の
に
つ
い
て
は
私
に
補
っ
た
。

　
＠
覚
一
本
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
を
す
べ
て
用
い
た
。

　
¢
　
『
扶
桑
略
記
』
第
三
、
欽
明
天
皇
一
、
三
年
十
月
二
二
目
条
。
引
用
は
、
す
べ
て
新

　
　
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
第
一
二
巻
に
よ
る
。

　
ゆ
　
『
群
書
解
題
』
第
一
八
上
（
五
〇
～
五
一
頁
）
。

　
　
　
「
維
盛
粉
河
詣
の
成
立
－
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
三
次
加
筆
の
徴
証
１
」
（
「
日

　
　
本
文
蟄
研
究
」
２
８
巻
－
号
、
昭
５
１
・
３
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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＠
桜
井
徳
太
郎
氏
　
日
本
恐
想
大
系
２
０
『
寺
杜
縁
起
』
（
岩
波
書
店
）
所
収
の
『
粉

　
河
寺
縁
起
』
の
解
説
。

＠
　
前
掲
　
と
同
じ
。

＠
　
『
粉
河
寺
縁
起
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
続
群
書
類
従
』
（
二
十
八
巻
上
）
本
に
よ

　
る
。

＠
　
前
掲
＠
と
同
じ
。

＠
　
前
掲
＠
と
同
じ
。

＠
「
延
慶
本
平
家
物
語
と
天
神
縁
起
説
話
－
付
、
登
蓮
法
師
の
役
割
１
」
（
「
駒
沢
国

　
文
」
１
４
号
、
昭
５
２
・
３
）
。

＠
前
掲
ゆ
同
書
九
三
頁
～
一
〇
二
頁
。

＠
「
天
神
縁
起
縛
巻
－
津
田
本
と
光
信
本
１
」
（
「
美
術
研
究
」
閉
号
、
昭
１
７
・
９
）
。

＠
　
「
『
洛
陽
北
野
天
神
縁
起
』
解
説
」
（
伝
承
文
学
資
料
集
Ｈ
『
神
道
物
語
集
ｏ
』
所

　
収
）
。

＠
　
前
掲
＠
と
同
じ
。

ゆ
　
た
だ
し
、
和
歌
の
第
五
句
は
延
慶
本
と
相
違
し
て
い
る
。
引
用
は
、
『
新
編
国
歌

　
大
観
第
二
巻
私
撰
集
編
』
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。

ゆ
　
引
用
は
、
『
北
野
天
神
御
託
宣
記
文
』
（
『
神
道
大
系
神
杜
編
ｕ
北
野
』
所
収
）

　
に
よ
る
。

＠
　
前
掲
＠
と
同
じ
。

＠
　
「
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性
」
（
「
同
志
杜
国
文
学
」
１
７
号
、
昭
５
６
・
３
）
。

ゆ
　
前
掲
＠
や
、
他
に
「
大
将
争
い
事
件
の
構
想
」
（
「
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学

　
誌
」
昭
４
９
・
１
２
）
等
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
前
掲
　
の
書
に
収
め
ち
れ
て
い
る
。

＠
　
佐
伯
真
一
氏
「
平
家
物
語
燕
丹
説
話
の
成
立
」
（
「
軍
記
と
語
り
物
」
１
５
号
、
昭

　
５
４
・
３
）
た
ど
。



　
〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
昭
和
六
一
年
度
軍
記
物
談
話
会
八
月
の
例
会
（
於
帝
塚
山
学
院
大
学
）
に

お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
補
正
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
に

お
い
て
幾
人
か
の
先
生
方
に
貴
重
な
御
意
見
を
賜
り
、
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
参
考
に

さ
せ
て
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

　
　
　
前
号
（
第
２
８
号
）
要
目
　
　
（
昭
和
６
１
年
１
２
月
刊
）

『
源
氏
物
語
に
』
み
る
〃
物
語
の
論
理
”
…
…
・
…
－
松
田

　
　
　
　
女
三
宮
造
型
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て

小
名
狂
言
に
お
け
る
く
と
り
な
し
Ｖ
の
方
法
…
・
－
稲
田

「
菊
花
の
約
」
考
…
…
…
：
…
：
－
－
・
…
：
…
：
－
…
…
李

横
光
利
一
「
上
海
」
…
…
…
－
…
…
…
・
－
…
：
…
…
－
小
川

　
　
　
　
吉
行
エ
イ
ス
ケ
と
の
比
較
に
お
い
て

谷
崎
潤
一
郎
「
少
将
滋
幹
の
母
」
論
－
…
－
－
－
…
・
風
呂
本

　
　
－
新
聞
連
載
に
お
げ
る
小
説
形
式
－

薫

秀
雄

国
勝

直
美

薫

Ｗ

延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
編
集
の
方
法

四
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