
，

 

9ー・・・
9
,

 ,

．

,

 

は
じ
め
に

『
忠
度
集』

平
忠
度
が
生
き
た
十
二
世
紀
と
い
う
と、
r
方
丈
記
」

に
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に、
天
変
地
異
や
合
戦
が
続
き、
人
々
は
枇
の
無
常
を
実
感
す
る

こ
と
が
多
く、
心
の
不
安
を
仏
教
に

帰依
す
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
し
た。

和
歌
の
世
界
で
も、
俊
成・
西
行・
慈
円
等
が
法
苑
経
二
十
八
品
歌
を
詠
ん

で
い
る
よ
う
に、
法
華
経
を
中
心
に
各
種
の
経
典
に
取
材
し
た
釈
教
歌
が
盛

ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

『
忠
度
集」
に
は、
法
華
経
を
取
り
上
げ
た
釈
教
歌
が
四
首
見
ら
れ
る。

こ
こ
で
は、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら、
忠
度
の
和
歌
観、
宗
教
観

を
探っ
て
み
た
い
と
恩
う。

r
忠
度
集」
の
釈
教
歌
で
は、
法
幽
経
の
倍
朋
品、
提
婆
品、
安
楽
行
品、

観
音
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。

法
狼
経
品
品
の
歌
よ
み
し
な
か
に、
信
肝
品

の
釈
教
歌
に
つ
い
て

た
ら
ち
ね
と
き
か
ぬ
さ
き
よ
り
お
ほ
か
た
は
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
な
づ
さ
ひ

に
け
る提

婆
品

よ
そ
に
こ
そ
あ
だ
と
み
ゆ
と
も
干
と
せ
ま
で
つ
か
へ
し
な
か
は
へ
だ
て
し

も
せ
ず

（
九
六）

安
深
行
品

そ
の
た
ま
を
む
す
ぴ
こ
め
た
る
も
と
ゆ
ひ
も
と
く
べ
き
ほ
ど
の
あ
り
け
る

（
九
七）

お
り
た
ち
て
た
の
む
と
な
れ
ば
あ
す
か
が
は
涸
も
せ
に
な
る
も
の
と
こ
そ

き
け

（
九
八）

先
ず
九
五
番
の
歌
に
つ
い
て
み
る
と、
歌
意
は、
長
者
が
皆
の
前
で
自
分

の
父
親
だ
と
名
乗
る
の
を
間
く
前
か
ら、
窮
子
は
大
体
は
自
分
で
も
不
思
議

に111心
わ
れ
る
ほ
ど
長
者
を
父
親
だ
と
息
っ
て
な
つ
い
て
い
た
と
い
う
も
の
で、

家
出
を
し
て
諸
国
を
五
十
余
年
間
流
浪
し
焔
宅
し
た
窮
子
が、
長
者
宅
の
門

外
の
箪
庵
に
止
宿
し
て
便
所
栂
除
を
し
な
が
ら
二
十
年
間
過
ご
し
て
い
た
時

観
音
品

も
の
を

瀬

良

基

（
九
五）

樹
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な
の
窮
子
の
心
境
が
詠
ま
れ
て
い
る。

「
あ
や
し
き
ま
で
ぞ」
の
「
あ
や
し
き」
に
つ
い
て、
r
角
川
古
語
大
辞
典」

ま、
常
織
で
判
断
し
う
る
こ
と
の
範
囲
外
に
あ
る
対
象
に
触
れ
て、
そ
れ
に

対
す
る
不
審
の
気
持
を
中
心
的
に
表
す
が、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
対
象へ

の
畏
敬
の
念
を
表
し、
ま
た、
あ
る
場
合
は
不
都
合
な
も
の
と
す
る
意
を

表
す
と
い
う
よ
う
に、
相
反
す
る
方
向
の
価
値
意
揺
を
伴
う。

．
と
解
説
し、
①
不
可
解
で
あ
る
さ
ま。
変
だ
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
さ
ま。

②
霊
妙
で
あ
る
さ
ま。
神
秘
的
な
さ
ま。
③
異
常
に
優
れ
て
い
る
さ
ま。

④
不
都
合
で
あ
る
さ
ま。
け
し
か
ら
ぬ
さ
ま。
⑤
身
分
が
卑
し
い
さ
ま。
み

す
ぽ
ら
し
い
さ
ま。
つ
ま
ら
な
い
さ
ま。
⑥
心
も
と
な
い
さ
ま、
な
ど
の
意

味
を
挙
げ
て
い
る。

r
忠
度
集」
に
は、
他
に
も
「
あ
や
し」
の
例
が
あ
る。

立
秋

（
三一
）

こ
の
歌
は
『
古
今
集」
の、

い
つ
と
て
も
こ
ひ
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋
の
ゆ
ふ
べ
は
あ
や
し
か
り

け
り

（
巻
十一
、
恋
歌一
、
五
四
六、
読
人
し
ら
ず）

を
本
歌
と
し
て
お
り、
「
あ
や
し
か
る」
は
①
の
意
味
で
「
不
息
議
な
ほ
ど

心
が
引
か
れ
る
さ
ま」
を
表
し
て
い
る。

r
あ
や
し
き
ま
で」
と
い
う
表
現
は、
和
泉
式
部
が、

秋
き
ぬ
と
し
ら
で
き
く
と
も
お
ほ
か
た
は
あ
や
し
か
る
ぺ
き
風
の
お
と
か

づ
さ
は
ま
し
を

[

l
)
 

お
な
じ
ゃ
う
な
る
人
に

人
と
は
ば
な
に
に
よ
り
と
か
こ
た
へ
ま
し
あ
や
し
き
ま
で
も
ぬ
る
る
袖
か

（
和
泉
式
部
続
集、
三
八
九）

と
詠
ん
で
以
来、
西
行
も、

逸
友
恋
背
と
云
ふ
事
も

い
ま
よ
り
は
む
か
し
が
た
り
は
こ
こ
ろ
せ
ん
あ
や
し
き
ま
で
に
袖
し
を
れ

け
り

（
山
家
集、
一
0
四
四。

月詣
和
歌
集、
八
六
〇。
和
歌一
字
抄、
六一
七）

と
歌
い、
ま
た
慈
円
も、

故
郷
郭
公

時
烏
た
か
つ
の
み
や
に
く
れ
は
ど
り
あ
や
し
き
ま
で
の
声
の
色
か
な

（
拾
工
集、
百
首
句
題、
三
二
九
0)

と
用
い
て、
当
時
の
流
行
語
だ
っ
た
ら
し
い。

r
忠
度
集」
九
五
番
の
歌
の
「
あ
や
し
さ」
も
①
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お

り、
「（
窮
子
が）
自
分
で
も
不
思
議
に
感
じ
る
さ
ま」
の
意
で
使
わ
れ
て
い

る。
結
局
「
あ
や
し
き
ま
で」
に
は、
窮
子
が
自
分
の
長
者
に
抱
く
愛
苅
の

深
さ
を
発
見
し
た
誘
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る。

み
て
ぐ
ら

次
に
「
な
づ
さ
ふ」
の
意
味
を
見
て
み
る
と、
神
楽
歌
の
「
幣
」
に、

幣
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
べ
神
の
御
手
に
取
ら
れ
て
な．つ
さ
は
ま
し
を
な

と
出
て
く
る。
こ
れ
は
r
拾
迅
集」
巻
＋
の
r
神
楽
歌」
に
も
採
ら
れ
て
い

る
（
五
七
八）。
こ
の
歌
の
「
な
づ
さ
は
ま
し
を」
は、
人
が
神
に
甘
え
る

な
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こ
と
へ
の
領
望、
換
言
す
れ
ば、
人
の
神
の
加
護
に
対
す
る
期
待
を
表
し
て

い
る。さ

ら
に、
r
源
氏
物
語」
に
は
「
な
づ
さ
ふ」
は
四
例
出
て
く
る。

m

桐
壷
の
更
衣
亡
き
あ
と
に、
藤
壷
が
入
内
す
る。
典
侍
が
藤
壺
が
母
に

よ
く
似
て
い
る
と
い
う
の
を
開
き、
源
氏
は
藤
壷
を
「
若
き
御
心
地
に
い

と
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て、
常
に
参
ら
ま
ほ
し
く、
な
づ
さ
ひ

見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
お
ぽ
え
た
ま
ふ。」

（
桐
壷）

;
なっ
さ
ひ」
は、
源
氏
が
藤
壷
に
佃
れ
親
し
む
意
を
表
し
て
い
る。
源

氏
の
藤
壷
へ
の
慌
條
の
念
は、
後
の
密
通
事
件
の
起
こ
る
伏
線
と
も
な
っ

て
い
る。

③

源
氏
は、
大
弐
の
乳
班
の
病
気
見
舞
い
に
五
条
の
家
を
訪
ね
る。
乳
丹

は、
源
氏
の
よ
う
な
立
派
な
子
を
養
育
し
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
思
う。
「
か

た
ほ
な
る
を
だ
に、
乳
母
や
う
の
息
ふ
ぺ
き
人
は
あ
さ
ま
し
う
ま
ほ
に
見

な
す
も
の
を、
ま
し
て
い
と
面
だ
た
し
う
な
づ
さ
ひ
仕
う
ま
つ
り
け
ん
身

も
い
た
は
し
う、
か
た
じ
け
な
く
思
ほ
ゆ
べ
か
め
れ
ば、
す
ず
ろ
に
涙
が

、

ち
な
り。」

（
夕
頗）

7

な
づ
さ
ひ」
は
孔
母
が
源
氏
に
恨
れ
親
し
む
意
を
表
す。
乳
母
に
と
っ

て
源
氏
は、
掌
中
の
珠
と
も
言
う
べ
き
愛
し
い
存
在
で
あ
る。

③

夕
頻
の
死
後、
非
送
は
惟
光
が
執
行
し、
源
氏
は「一
条
院
に
帰
る。
源

氏
が
昨
H
参
内
し
な
か
っ
た
こ
と
を
心
配
す
る
帝
の
使
い
と
し
て
訪
れ
た

頭
の
中
将
に、
源
氏
は
嘘
を
交
え
て
弁
肝
す
る。
「
乳
母
に
て
は
べ
る
者
の、

こ
の
五
月
の
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
重
く
わ
づ
ら
ひ
は
べ
り
し
が、
頭
剃
り
忌
む

こ
と
受
け
な
ど
し
て、
そ
の
し
る
し
に
や
よ
み
が
へ
り
た
り
し
を、
こ
の

ご
ろ
ま
た
起
こ
り
て、
弱
く
な
ん
な
り
に
た
る、
い
ま一
た
び
と
ぶ
ら
ひ

見
よ
と
中
し
た
り
し
か
ば、
い
と
き
な
き
よ
り
な
づ
さ
ひ
し
者
の、
い
ま

は
の
き
ざ
み
に
つ
ら
し
と
や
思
は
ん
と
思
う
た
ま
へ
て
ま
か
れ
り
し
に、

そ
の
家
な
り
け
る
下
人
の
病
し
け
る
が、
に
は
か
に
出
で
あ
へ
で
亡
く
な

り
に
け
る
を、
怖
ぢ
憚
り
て、
日
を
咋な
ら
し
て
な
む
と
り
出
で
は
べ
り
け

る
を
開
き
つ
け
は
べ
り
し
か
ば、
神
事
な
る
こ
ろ
い
と
不
便
な
る
こ
と
と

思
ひ
た
ま
へ
か
し
こ
ま
り
て
え
参
ら
ぬ
な
り。」

（
こ

「
な
づ
さ
ひ」
は
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
に
伯
れ
親
し
む
意
を
表
わ
す。
源

氏
の
ほ
う
で
も、
頼
り
甲
斐
の
あ
る
乳
母
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
一
体

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る。

り

須
磨
退
去
を
決
意
し
た
源
氏
は、
亡
き
葵
の
上
の
父
左
大
臣
の
邸
を
訪

れ
て
別
れ
を
惜
し
む。
左
大
臣
は、
ま
ず
後
に
残
さ
れ
る
夕
霧
の
身
の
上

を
心
配
し
て
言
う。
「
幼
く
も
の
し
た
ま
ふ
が、
か
く
齢
過
ぎ
ぬ
る
中
に

と
ま
り
た
ま
ひ
て、
な
づ
さ
ひ
き
こ
え
ぬ
月
日
や
隔
た
り
た
ま
は
む
と
恩

ひ
た
ま
ふ
る
を
な
む、
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
も
悲
し
う
は
べ
る。」（

須
庖）

「
な
づ
さ
ひ」
は、
夕
霧
が
父
源
氏
に
慨
れ
親
し
む
意
を
表
す。
左
大
臣
は

悲
惨
な
迎
命
に
翻
弄
さ
れ
親
子
の
絆
ま
で
断
ち
切
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
孫

の
身
の
上
を
案
じ
て
い
る。

以
上
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に、
『
源
氏
物
語』
に
用
い
ら
れ
た
「
な

づ
さ
ふ」
は、
親
子
や
乳
母
と
迩
い
君
と
い
っ
た
身
内
同
士
の
親
愛
感
を
表
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わ
す
語
で
あ
る
が、
こ
の
よ
う
な
索
朴
な
崩

絆意
識
は、
社
会
と
繋
が
り
の

あ
る
事
件
や
死
と
い
っ
た
個
人
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
迎
命
に
よ
っ
て
打
ち
破

ら
れ
て
い
く。

と
こ
ろ
で
本
居
宜
長
は、
「
な
づ
さ
ふ」
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る。

河
海
に、
児
近
な
れ
む
つ
ぶ
事
也
と
見
ゆ、
此
洞
物
語
文
に
見
え
た
る
は、

み
な
此
意
也、
寓
業
に
も
お
ほ
く
見
え
た
る
を、
か
の
歌
ど
も
に
よ
み
た

コ
ト

(2)

る
意
は、
い
た
く
異
也

（『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛』
五
の
巻）

ま
た、
r
万
業
集」
の
用
例
に
つ
い
て、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る。

巡
業
集
に、
な．つ
さ
ふ
と
い
ふ
言、
あ
ま
た
所
に
見
え
た
り、
昔
よ
り
此

詞
を
と
き
た
る
説、
み
な
あ
た
ら
ず、
今
そ
の
歌
ど
も
を、
あ
ま
ね
く
考

へ
合
は
す
る
に、
或
は
海
川
な
ど
に
う
か
べ
る
こ
と、
或
は
船
よ
り
渡
る

こ
と
な
ど
に
い
ひ、
枕
詞
に
も、
引
網
の、
烏
じ
も
の、
に
ほ
ど
り
の
な

ど
い
ひ
て、
い
づ
れ
も

／＼、
水
に
滸
く
こ
と
に
の
み
い
へ
り

で3)

(r
玉
か
つ
ま』
六
の
在）

宜
長
は、
『
万
葉
集』
の
用
例
は
総
て
水
而
に
浮
き
甑
う
意
で
使
わ
れ
て
お
り、

平
安
以
降
は
r
河
海
抄」
の
言
う
よ
う
に
「
な
れ
む
つ
ぶ」、
つ
ま
り
「
恨

れ
親
し
む」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る。

こ
れ
と
同
じ
意
味
の
用
例
は、

『忠
度
集』
に
も一
例
見
ら
れ
る。

あ
る
所
の
屏
風
の
絵
に、
あ
れ
た
る
家
に
老
人
花
み
た
る
と
こ
ろ

を
人
人
よ
み
侍
り
し
に

な
づ
さ
ひ
し
む
か
し
に
あ
ら
ず
ふ
り
ぬ
る
を
し
ら
ぬ
お
き
な
と
花
や
み
る

（
八
二）

自
分
の
面
影
が
花
を
鍾
愛
し
て
い
た
昔
と
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
まっ
た
こ

と
を
眺
く
老
人
は、
花
を
擬
人
化
し
て
懐
旧
の
梢
に
浸
り
な
が
ら
昔
と
変
わ

ら
ぬ
花
と
の
触
れ
合
い
を
期
待
し
て
い
る。

「
な
づ
さ
ふ」
は、
r
源
氏
物
語』
の
用
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に、
成

人
に
も
幼
児
に
も
無
関
係
に
用
い
ら
れ
て
甘
え
の
範
隊
に
屈
す
る
語
で
あ
り、

現
代
語
の
「
な
っ
く、
な
じ
む」
の
意
を
表
し
て
い
る
（『
日
瀧
辞
梱」
や
r
小

学
館
日
本
国
語
大
辞
典』
は、
「
な
っ
く」
の
意
味
を
当
て
て
い
る）。
管
見

で
は、
子
が
父
に
「
な
づ
さ
ふ」
こ
と
は、
前
述
し
た
r

源
氏
物
語』
須
磨

の
巻
の、
源
氏
の
須
磨
隠
棲
の
際
に
夕
霧
が
源
氏
を
慕
う
こ
と
を
述
べ
る
左

大
臣
の
言
葉
の
中
に
用
い
ら
れ
た
の
が
初
出
で
あ
る。
忠
度
の
歌
の
「
な
づ

さ
ひ」
も
こ
の
『
源
氏
物
開』
の
用
法
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り、
窮
子
が
長

者
に
な
っ
く
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る。

次
に、
忠
度
歌
の
意
味
を
信
解
品
の
内
容
と
関
連
さ
せ
て

考え
て
み
よ
う。

信
解
品
に
は、
衆
生
教
化
の
た
め
の
七
喩
の
第
二
の
「
長
者
窮
子
の
比
除」

が
説
か
れ
て
い
る。
そ
の
大
意
は、
幼
く
し
て
家
出
を
し
た
長
者
の
息
子
の

窮
子
が
五
十
余
年
間
諸
国
を
遥
歴
し
て
帰
宅
し
た
が、
長
者
は
す
ぐ
に
は
父

と
名
乗
ら
ず、
窮
子
を
門
外
の
耶
庵
に
住
ま
わ
せ
て
便
所
描
除
に
従
事
さ
せ

る
こ
と
二
十
年、
窮
子
の
心
が
広
大
に
な
っ
た
こ
と
を
知
り、
自
分
の
臨
終

の
時
に
初
め
て
国
王、
大
臣、
親
族
を
集
め
て
彼
を
実
子
だ
と
紹
介
し
全
財

産
を
付
与
す
る
こ
と
を
宣
酋
し
た
と
い
う
も
の
で、
窮
子
が
長
者
の
高
設
な

人
格
の
蕉
陶
を
受
け
て
次
第
に
人
間
的
に
成
長
を
遂
げ
る
様
が
如
実
に
語
ら

ら
ん
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ナ
ヲ
ザ
リ
ニ、
親
子
ノ
契、
ム
ス
ピ
シ
ガ、
ナ
レ
テ
恩
ヘ
パ、
実
ナ
リ
ケ

リ。

(r
雑
談
集J．
巻
十、
「
法
華
侶
解
品
大
意
ノ
事」）

こ
こ
で
は
r
忠
度
集」
の
「
な
づ
さ
ひ
J

は
「
ナ
レ」
と
表
現
さ
れ、
長
者

窮
子
不レ
信ゼレ
父ヲ

見
始メ
テ
矧
竺
哭
l

父
ナ
ルn
ト
ッ

れ
て
い
る。
忠
度
の
歌
は、
信
解
品
の、

沿
是
巳
後

心
相
体
信

入
出
無
難

然
其
所
止

か
ら
後、
長
者
が
人
々
の
前
で
自
分
を
窮
子
の
父
だ
と
披
露
す
る
前
の
部
分

を
受
け
て
い
る。
長
者
は
掃
除
夫
と
し
て
働
い
て
い
る
窮
子
に
近
づ
き、
自

分
を
父
の
よ
う
に
思
え
と
告
げ
汲
み
取
り
の
仕
事
を
さ
せ
る。
窮
子
は
次
第

に
長
者
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
が、

依然
と
し
て
自
分
は
使
用
人
だ
と
思

い
長
者
が
父
だ
と
は
気
づ
か
な
い。
経
文
の

足印
信」
は、
r
大
淡
和
辞
典』

に
よ
る
と、

盆切
し
み
信
穎
す
る。
親
侶。」
の
意
味
で、
r
な
づ
さ
ふ」
は
r
河

海
抄」
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に、
親
密
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る。

「
な
づ
さ
ふ」
こ
と
は、
相
手
へ
の
信
頼
が
根
底
に
あ
っ
て
生
ま
れ
る。
長

者
と
窮
子
が
親
子
と
し
て
再
会
で
き
た
の
は、
窮
子
に
対
す
る
長
者
の
温
か

い
眼
差
し
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が、
同
時
に
こ
の
忠
度
の
歌
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に、
長
者
に
実
父
の
姿
を
煎
ね
合
わ
せ
て一
途
に
恨
れ
親
し
ん
で

き
た
窮
子
の
父
を
求
め
る
強
い
硲
梢
も
作
用
し
て
い
よ
う。

と
こ
ろ
で、
無
住
は
忠
度
と
同
じ
く
こ
の
「

長
者
窮
子
の
比
喩」
の
親
子

の
絆
を
「

音
訓
和
歌
」

に
詠
ん
で
い
る。

別レ
テ
後
適
相ヒ
過フ

誘
引シテ
結プニ
芳
契ヲ一

猶
在
本
処

と
窮
子
の
「

親
子
ノ
契」
に、
偶
然
性
つ
ま
り
超
越
的
な
も
の
の
力
に
支
配

さ
れ
る
人
生
の
不
可
思
議
さ
を
見
出
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
信
解
品
の
父
子
の
出
会
い
を
テ
ー
マ
に
し
た
歌
は、
他
に
も、

年
ふ
れ
ど
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
た
ら
ち
ね
よ
こ
は
い
か
に
し
て
た
づ
ね
迩
ひ

け
ん

（
凪
雅
集、
巻
十
八、
釈
教
歌、
二
0
四
七、
前
参
議
経
盛）

は
か
な
し
や
お
や
を
親
と
も
し
ら
ず
し
て
こ
は
い
か
に
し
て
た
ち
か
へ
る

ら
む

（
拾
王
集、
百
首
和
歌、
釈
教、
九
三）

な
ど
の
窮
子
の
数
奇
な
迎
命
を
凝
視
し
た
も
の
が
あ
る。

こ
の
「

長
者
窮
子
の
比
喩」
を
取
り
上
げ
た
釈
教
歌
は、
窮
子
の
人
生
修

行
と
結
び
つ
い
た
「
周
沈
五
十
年」
や
「
止
布
草
庵」
の
岡
世
を
持
つ
も
の

が
多
い。
ま
た、
r
宝
物
集』
に
は、

教
主
釈
献
も、
子
を
お
も
ふ
た
と
へ
を
と
り
給
ふ
に
は、
三
界
火
宅
の
中

な
る
諾
子
を
あ
は
れ
み
て、
父
の
長
者
は一ー一
の
車
を
か
ま
へ、
五
十
余
年

ま
ど
へ
る
窮
子
を
か
な
し
み
て、
親
の
長
者
は
二
人
の
使
を
つ
か
は
す
と

こ
そ、
法
花
経
の
二
咎
に
も
侍
れ。

（
巻
六）

と
「
三
車
火
宅
の
比
喩」
と
並
列
さ
れ
て、
親
の
恩
愛
の
腺
さ
と
子
の
孝
登

を
説
く
説
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
に
対
し
て、
子
が
父
の
庇
護

の
も
と
に
安
心
を
得
る
こ
と
を
詠
ん
だ
こ
の
忠
度
の
歌
は、
道
元
が、

い
は
ゆ
る
「

帰依」
と
は、
帰
は
俯
投
な
り、
依
は
依
伏
な
り。
こ
の
ゆ

ヘ
に

帰依
と
い
ふ。
怖
投
の
相
は、
た
と
ゑ
ば
子
の
父
に
婦
す
る
が
ご
と

し。
依
伏
は、
た
と
へ
ぱ
民
の
王
に
依
す
る
が
ご
と
し。
い
は
ゆ
る
救
済

の
言
な
り。
仏
は
こ
れ
大
師
な
る
が
ゆへ
に
帰
依
す、
法
は
良
薬
な
る
が
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ゆ
へ
に

帰依
す、
俯
は
勝
友
な
る
が
ゆ
へ
に
帰
依
す。

(5)
 

（『
正
法
眼
蔵」
第
六
「

帰依
仏
俯
宝」）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に、
衆
生
が
仏
法
俯
に
「

婦依」
し
て
安
住
す
る
い
わ

ゆ
る
「
三
焔」
の
境
地
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た。

二

次
に、

r忠
度
集』
九
六
番
の
提
婆
品
を
取
り
上
げ
た
歌
を
見
て
み
よ
う。

歌
意
は、
提
婆
逹
多
は
は
た
の
者
に
は
釈
股
に
と
っ
て
仇
敵
の
よ
う
に
見
え

る
け
れ
ど
も、
実
は
提
婆
述
多
の
前
身
は
前
世
で
釈
賂
が
法
華
経
を
得
よ
う

と
し
て
国
王
の
地
位
を
捨
て
て
千
年
間
も
仕
え
た
阿
私
仙
人
だ
っ
た
の
で
あ

り、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
親
密
な
間
柄
は
誰
も
隔
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で、
忠
度
は
釈
腺
に
反
逆
し
て
数
々
の
悪
事
を
犯
し
た
提
婆
逹
多

を
全
く
の
悪
人
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
雷
っ
て
好
意
的
に
見
て
い
る。

提
婆
逹
多
の
悪
行
に
つ
い
て
は、
『
梁
脳
秘
抄』
に、

釈
迦
の
御
法
を
受
け
ず
し
て、
背
く
と
人
に
は
見
せ
し
か
ど、

千
歳
の

勤
め
を
今
日
開
け
ぱ、
達
多
は
仏
の
師
な
り
け
る

(―
1
0)

述
多
五
逆
の
悪
人
と、
名
に
は
負へ
ど
も
襄
に
は、
釈
迦
の
法
華
経
習
ひ

け
る、
阿
私
仙
人
是
ぞ
か
し

（一
―
-
）

と
あ
っ
て、
提
婆
達
多
を
釈
腺
の
教
え
に
背
き
五
逆
罪
を
犯
し
た
悪
人
だ
と

し
て
い
る。
桜
岡
窃
氏
は、
前
者
に
つ
い
て、
「
下
二
句
は、
経
文
に
沿
っ

て
い
る
が、
一
首
全
体
の
意
味
は、
小
乗
経
や
『
法
蔀
経』
の
文
そ
の
も
の

か
ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
経
釈
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る。」
と
述
ぺ、
後

者
に
つ
い
て
も、
「「
五
逆」
云
々
は
r
法
蔀
経』
に
記
述
が
な
く、
他
の
経

(6)
 

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る。
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
提
婆
述
多
の

悪
行
に
つ
い
て
は
法
部
経
に
は
具
体
的
な
記
述
が
な
い。

次
に、
提
婆
達
多
を
釈
腺
の
「
あ
だ」
と
見
る
表
現
は、
『
公
任
集」
に、

提
婆
品

み
な
人
を
仏
の
道
に
い
れ
つ
れ
ば
仏
の
あ
だ
も
仏
な
り
け
り
（―-
七
0)

と
あ
り、
忠
度
の
歌
も
こ
れ
を
本
歌
と
し
て
い
る。
提
婆
達
多
の
前
身
の
阿

私
仙
人
が
釈
腺
に
法
旅
経
を
授
け
た
た
め
に
衆
生
は
皆
仏
道
の
悟
り
の
他
界

に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で、
釈
雌
の
敵
の
提
婆
逹
多
も
仏
と
言
え
る
と
悪

(7)
 

人
成
仏
を
歌
っ
た
本
歌
に
対
し
て、
忠
度
の
歌
は
「
千
と
せ
ま
で
つ
か
へ

し
な
か」
な
の
で
釈
胞
と
提
婆
述
多
と
は
弛
い
師
弟
の
絆
で
結
ば
れ
て
い
る

と
述
べ
て、
提
婆
達
多
に
対
す
る
他
評
に
左
右
さ
れ
な
い
両
者
の
関
係
を
確

認
し
て
い
る。
「
千
と
せ
ま
で
つ
か
へ
し」
は、
提
婆
逹
多
品
の、

王
冊
仙
首

歓
喜
踊
蹄

即
随
仙
人

供
給
所
須

採
菓
汲
水

拾
薪
設
食

而
作
林
座

身
心
無
倦

令
無
所
乏

経
於
千
歳

為
於
法
故

を
受
け
て
い
る。

な
お、
『
拾
玉
集」
は、

皆
因
提
婆
達
多

あ
り
し
む
か
し
わ
れ
み
ち
ぴ
き
し
山
人
を
け
ふ
は
あ
だ
と
や
人
の
見
る
ら

む

（
詠
百
首
和
歌、
二
四
七
四）

と、
忠
度
と
は
逆
に、
釈
腺
の
感
想
と
し
て
衆
生
が
提
婆
述
多
を
表
而
的
に

乃
至
以
身

梢
勤
給
侍

子
時

奉事
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見
て
悪
人
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て、
提
婆
達
多
に
対

す
る一
面
的
な
見
方
し
か
し
な
い
世
評
を
批
判
し
て
い
る。
結
局
忠
度
の
こ

の
歌
は、
前
述
し
た
r
梁
盛
秘
抄』
の
歌
謡
に
内
容
的
に
通
じ
て
い
る。

次
に、
『中心
度
集』
九
七
番
の
安
楽
行
品
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
み
よ
う。

こ
の
歌
は、
法
華
七
喩
の
第
六
の
「
昏
中
明
珠
の
比
喩」
を
取
り
上
げ
て
い

る。
歌
意
は、
世
界
を
治
め
る
転
輪
型
干
は、
普
通
は
戦
功
を
立
て
た
者
に

．
は
様
々
な
恩
煎
を
与
え
る
が、
醤
の
中
に
あ
る
た
だ―
つ
の
輝
く
玉
を
与
え

る
こ
と
は
決
し
て
な
い、
そ
の
よ
う
に
釈
脈
は
煩
悩
と
戦
う
者
に
は
種
々
の

方
便
を
用
い
て
法
を
説
く
が、
法
華
経
の
教
え
だ
け
は
謀
に
法
を
求
め
る
者

に
だ
け
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
容
易
に
は
明
か
さ
な
い、
し
か
し、
転
輪

聖
王
は
時
に
は
大
功
を
立
て
た
勇
者
に
は
あ
の
昏
中
の
明
珠
を
解
い
て
与
え

る
よ
う
に、
釈
賑
も
臨
終
に
あ
た
り
こ
の
世
に
お
け
る
最
後
の
も
の
と
し
て

疑
型
逹
に
法
華
経
の
教
え
を
説
く
こ
と
の
で
き
る
時
が
訪
れ
た
の
だ
な
あ
と

い
う
も
の
で、
「
そ
の
た
ま
L

は
世
界
の
土
の
象
徴
と
し
て
の
転
輪
型
王
の

持
つ
唸
中
の
明
珠
を
指
し、
法
華
経
の
教
え
を
喩
え
て
い
る。「
と
く」
は「
説

く」
と
「
解
く」
の
掛
詞
で
「
む
す
ぴ
こ
め」
と
対
応
し
て
お
り、
「
べ
き」

は
可
能
の
意
を
表
わ
し
「
も
の
を」
は
弛
い
感
動
の
意
を
示
す
終
助
詞
で
あ

る。法
華
経
は

釈郎
の
教
え
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
で
教
え
の
最
後
に
与

え
る
も
の
と
さ
れ、
釈
賑
は
そ
れ
ま
で
法
華
経
を
説
い
て
こ
な
か
っ
た
が、

涅
槃
に
入
る
直
前
に
な
っ
て
初
め
て
説
い
た
と
言
わ
れ
る。
こ
の
忠
度
の
歌

は、
釈
胞
が
最
後
に
法
旅
経
を
最
高
の
教
え
と
し
て
啜
型
ら
に
説
こ
う
と
し

て
い
る
場
面
を
詠
ん
で
い
る。
こ
れ
は
安
楽
行
品
の

転
輪
型
王

欲
以
威
勢

降
伏
諾
国

併
如
強
力

唯
昏
中
明
珠

而
敷
演
之

以
此
難
信
之
珠

に
拠っ
て
お
り、
ま
た
こ
れ
は
儀
に
も
煎
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る。

こ
の
「
僭
中
明
珠
の
比
喩」
を
取
り
上
げ
た
歌
は
他
に
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る。市

原
王
歌一
首

に
ま
に

い
な
だ
き
に
き
す
め
る
た
ま
は
ふ
た
つ
な
し
か
に
も
か
く
に
も
き
み
が
ま

（
万
業
集、
巻
三、
将
喩
歌、
四一
五）

唯
僭
中
明
珠

も
と
ゆ
ひ
の
な
か
な
る
の
り
の
た
ま
さ
か
に
と
か
ぬ
か
ぎ
り
は
し
る
人
ぞ

（
続
後
撰
集、
巻

+、
釈
教
歌、
五
九
四、
京
極
前
oo
白
家
肥
後。
和
歌
口
伝、
一
九
五）

久
安
百
首
歌
に
釈
教
の
心
を

な
き

乃
与
汝
等

多
怨
難
信

能
令
衆
生

先
所
未
説

而
今
説
之

始
於
今
E

亦
大
歓
喜

此
法
華
経

至一
切
智
一
切
世
間

不
妄
与
人

而
今
与
之

如
来
亦
復
如
是

爾
時
如
来

見
諸
兵
緊

有
大
功
者

心
甚
歓
喜

不
以
与
之

如
転
翰
王

久
在
昏
中
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四

き
け

（
玉
葉
集、
巻
十
九、
釈
教
歌‘
I
Hハ
九
六、
待
野
門
院
堀
河。
久
安
百
首、

1
0
九
〇。
万
代
和
歌
集、
一
六
七一
。
夫
木
和
歌
抄、
一
六
二
六
八）

市
原
王
は
自
分
の
娘
を、
肥
後
と
待
照
門
院
堀
河
は
法
華
経
の
教
え
を
そ
れ

ぞ
れ
秘
蔵
の
演
皿
な
も
の
と
し
て
「
僭
中
の
明
珠」
に
喩
え
て
い
る。

ま
た、
西
行
の
r
間
杏
集」
の

深
入
禅
定、
見
十
方
仏

ふ
か
き
山
に
心
の
月
し
す
み
ぬ
れ
ば
か
が
み
に
よ
も
の
さ
と
り
を
ぞ
み
る

（
法
花
経
廿
八
品、
安
楽
行
品、
一
五）

や、
俊
成
の
r
長
秋
詠
硲」
の、

深
入
禅
定、
見
十
方
仏

し
づ
か
な
る
い
ほ
り
を
し
め
て
入
り
ぬ
れ
ば一
か
た
な
ら
ぬ
光
を
ぞ
み
る

（
釈
教
歌、
安
楽
行
品、
四一
六）

が、
背
餓
の
悟
謡
な
風
景
に
型
な
る
宗
教
的
な
雰
囲
気
の

涼う
他
界
を
暗
示

さ
せ
て、
法
華
経
の
説
く
四
安
楽
行
の
実
践
に
よ
る
安
ら
か
な
悟
り
の
境
地

へ
の
到
達
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し、
中心
度
の
歌
は、
釈
粒
の
法
泄
経
を
説

く
機
会
に
接
し
得
た
賢
蛮
達
の
歓
喜
を
「
昏
中
明
珠
の
比
喩」
に
仮
託
し
て

歌
っ
て、
仏
徳
と
法
華
経
を
称
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る。

次
に、
r

忠
度
集」
九
八
番
の
観
音
品
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
み
よ
う。
こ

ふ
た
つ
な
き
た
ま
を
こ
め
た
る
も
と
ゆ
ひ
の
と
く
こ
と
か
た
き
法
と
こ
そ

の
歌
は、
『
風
雅
集」、
巻
十
八、
釈
教
歌、
二
0
五
八
に、
r
普
門
品、
即

得
浅
処
の
こ
こ
ろ
を」
の
詞
栂
で
採
ら
れ
て
お
り、
ま
た
『
月
詣
集』
巻
十

r-、
釈
教‘
1
0
五
八
に、
「
観
音
品
の
心
を
よ
め
る
J

の
題
で
載
せ
ら
れ

て
い
る。
歌
意
は、
深
い
川
を
渡
ろ
う
と
し
て
川
辺
に
下
り
立
ち
懸
命
に
限

世
音
菩
薩
の
御
名
を
唱
え
て
お
祈
り
す
れ
ば、
そ
の
御
利
益
に
よ
っ
て
あ
の

古
歌
に
詠
ま
れ
た
明
日
香
川
の
よ
う
に
瞬
時
に
淵
が
瀬
に
変
わ
っ
て
容
易
に

対
岸
に
渡
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
も
の
で、
「
お
り
た
ち
て」
は
「
下

り
立
ち
て」
と
「
身
を
入
れ
て
行
う、
懸
命
に
な
る」
の
意
の
「
お
り
た
ち

て」
と
の
掛
洞
で
あ
る。

r
風
雅
集」
の
詞
杏
の
「
即
得
浅
処」
と
は、
普
門
品
の、

若
為
大
水
所
涙

称
其
名
号

即
得
浅
処

を
指
し
て
お
り、
こ
の
詞
世
で
詠
ま
れ
た
歌
に
は、

妙
音
品

し
づ
む
べ
き
人
を
か
な
し
と
思
ふ
に
は
温
を
瀬
に
な
す
物
に
ぞ
有
り
け
る

（
続
後
拾
逍
集、
巻
十
九、
釈
教
歌、

―-＿
八
八、
堀
河
右
大
臣。
入
道
右
大
臣
集‘
1
0
三、
詞
術
「
観
音」）

若
為＿一
大
水
盃mレ
源、
称二
其
名
号

面盟竺
浅
処―

泊
瀬
川
な
が
き
ふ
ち
だ
に
あ
さ
き
瀬
と
な
り
け
る
ち
か
ひ
狛
や
た
の
ま
ん

(

8
)

 

（
飛
烏

井
栄
雅
七
回
忌
品
経
和
歌、
詠二
法
華
普
門口
刑
和
歌、
准
三
宮
雌
経）

な
ど
が
あ
る。
前
者
の
詞
杏
は
「
普
門
品」
の
誤
り
で
あ
る
が、
溺
れ
る
人

が
そ
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
で
観
世
音
菩
株
の
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
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か
の
岸
に
わ
た
ら
ん
物
は
あ
す
か
川
さ
は
り
の
ふ
ち
ゃ
せ
に
な
り
ぬ
ら
ん

（
散
木
奇
歌
集、

釈
教、

九
二
五）

一

切
賢
型
皆
以
無
為
而
有
差
別

あ
す
か
川
お
な
じ
な
が
れ
の
水
も
猶
淵
せ
は
さ
す
が
あ
り
と
こ
そ
き
け

（
続
拾
姐
集、

巻
十
九、

釈
教
歌、
一

三
六
七、

法
印
公
滸）

平
等
性
智

あ
す
か
川
ふ
ち
瀬
も
と
も
に
お
し
な
べ
て
同
じ
み
か
さ
の
水
の
お
も
か
げ

（
安
撰
和
歌
集、

巻
十
九、

釈
教
歌
上、

四
二
0、

権
俯
正
兼
恵）

な
ど
が
あ
る
。

俊
頼
の
歌
は、

提
婆
達
多
品
の
竜
女
成
仏
の
話
に
も
あ
る
よ
う
に、

汚
れ

て
成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
る
女
が
男
に
変
成
し
て
彼
岸
に
渡
る
こ
と
を、
r
さ

は
り
の
ふ
ち
が
せ
に
な
る
」

と
表
現
し
て
い
る。

公
程
の
歌
の
詞
掛
は
、
r
法

(
9)
 

部
玄
義
』

に
は、

一

切
智
人
ハ
以
テ
ス
レ
1
モ
ニ
無
為
法
ク

而
モ
有
リ
ニ
差
別ー
。

と
あ
り、
r
淵
せ
」

は
兼
恵
の
歌
と
同
じ
く
差
別
を
喩
え
て
い
る
。

こ
の
「
涸
も
せ
に
な
る
」

と
い
う
歌
梧
は、
『
古
今
集」

の

を
よ
め
る

を
歌
っ
て
お
り、

後
者
は
忠
度
の
歌
と
同
じ
く
淵
を
前
に
し
て
対
岸
に
渡
る

こ
と
を
路
路
し
て
い
る
時
の
観
枇
音
菩
磋
の
御
利
益
へ
の
期
待
を
詠
ん
で
い

る
。

「
淵
も
瀬
に
な
る
」

と
い
う
歌
語
を
用
い
た
釈
教
歌
は
他
に
も、

仏
の
御
名
を
き
く
も
の
女
の
身
を
か
へ
て
男
に
な
る
と
い
へ
る
事

姐
し
ら
ず

枇
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
が
は
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ
に
な

る

（
殊
J

十
八、

雑
歌
下、

九
三
三、

読
人
し
ら
ず）

を
本
歌
に
し
た
も
の
で、

枇
の
無
偕
や
人
の
心
の
変
化
の
早
さ
を
言
う
場
合

な
ど
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
忠
度
の
歌
の
楊
合
も、
（
前
述
し
た

堀
河
右
大
臣
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
普
門
品
の
句「
即
祷
二
浅
瀬
l

」
を
「
淵

も
せ
に
な
る
」

と
い
う
歌
悟
に
直
訳
的
に
盤
き
換
え
る
釈
教
歌
の
伝
統
を
踏

ま
え
な
が
ら`
）
「
世
の
衆
生
が
そ
の
名
を
唱
え
る
音
声
を
観
じ
て、

大
慈
大

(
10
}

 

悲
を
垂
れ、

解
脱
を
得
さ
せ
る
」

観
世
音
菩
松
が
水
誰
か
ら
人
を
救
う
功

徳
の
仰
大
さ
を
表
現
し
て
い
る。

な
お、
「
お
り
た
つ
」

は
『
後
撰
集』

に
先
例
が
あ
る
。

ふ
ち
せ
と
も
心
も
し
ら
ず
涙
河
お
り
や
た
つ
べ
き
そ
で
の
ぬ
る
る
に

（
巻
十、

恋
二、

六
―
-
、

大
輔）

こ
の
歌
の
「
ふ
ち
せ
」

は
、

相
手
へ
の
恋
梢
の
深
さ
浅
さ
を
喩
え
て
い
る。

r
忠
度
集』

の
四
首
の
釈
教
歌
は、

代
表
的
な
大
乗
仏
典
で
あ
る
法
華
経

の
人
口
に
胞
灸
し
た
経
文
を
取
り
上
げ
な
が
ら、

そ
れ
に
独
自
の
解
釈
を
施

し
て
歌
に
詠
ん
で
い
る
。

同
時
に、

経
文
に
盛
ら
れ
た
人
間
の
生
き
方
や
物

の
考
え
方
に
触
れ
て
得
ら
れ
た
惑
動
を、

洗
線
さ
れ
た
歌
語、

本
歌
取
り
や

逆
説
の
技
法
・

物
語
的
な
趣
向
等
を
用
い
な
が
ら
作
品
化
し、

和
歌
と
し
て

よ
り
完
成
度
の
高
い
も
の
を
目
指
し
て
い
る。

終
わ
り
に
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各
歌
は
い
づ
れ
も
法
華
経
の
各
品
に
説
か
れ
た
内
容
に
新
し
い
発
見
を
し

た
こ
と
を
述
べ
た
法
華
経
賛
歌
で
あ
り、

法
文
歌
と
し
て
経
典
の
内
容
を
強

く
宣
布
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る。
r
忠
度
集』

九
五
番
の
歌
で
は
親
子
の

純
枠
な
人
間
愛
を
取
り
上
げ、

九
六
番
の
歌
で
は
釈
収
と
一
般
的
に
は
悪
人

と
さ
れ
る
提
婆
述
多
と
の
師
弟
愛
を
逆
説
的
に
称
楊
し、

九
七
番
の
歌
で
は

賢
型
逹
の
法
華
経
と
の
出
会
い
の
感
激
を
延
べ、

九
八
番
の
歌
で
は
観
枇
音

菩
海
の
現
泄
利
益
的
な
功
徳
を
欽
賛
し
て
い
る。
九
五
番
の
歌
は
r
宝
物
集」

に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
教
訓
的
な
内
容
で
は
な
く、

信
や
愛
と
い
っ
た
人

間
の
生
き
方
の
真
実
を、

物
語
の
肱
界
の一
場
面
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る。

ま
た、

九
六
番
の
歌
は
r
梁
脱
秘
抄」
の
歌
謡
と
内
容
が
通
じ
る
も
の
が
あ

り、

広
大
な
釈
腕
の
慈
悲、

倅
大
な
法
華
経
の
功
徳
に
感
激
す
る
当
時
の
庶

民
感
梢
が
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。

表
現
の
面
で
も、
「
な
づ
さ
ふ」、
「
も
と
ゆ
ひ」、
「
あ
す
か
が
は
淵
も
せ

に
な
る」
な
ど
の
伝
統
的
な
歌
語、
「
あ
だ」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
を
盛
っ

た
語
な
ど
の
使
川
に
よ
り、

格
調
の
高
い
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る。

ま

た、
文
末
の
表
硯
も、
五
ぞ
…
け
る」、
「
し
も
せ
ず」、
「
こ
そ
き
け」
と
い
っ

た
強
調
法、
「
も
の
を」
と
い
う
詠
咬
の
表
現
を
用
い
て、

雄
祁
で
荘
廊
な

リ
ズ
ム
を
作
り
出
し、

形
而
上
的
な
内
容
を
詠
む
釈
教
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
に
な
っ
て
い
る。

注で

1)
前
の
三
八
八
の
歌
の
詞
打
に、
「
今
は
た
え
て
あ
は
じ
な
ど
い
ひ
て
の
ち
も、

ま
た
い
き
あ
ひ
て」
と
あ
る。

(
2)
r
木
居
宜
貶
全
兆」
第
四
巻、
筑
庶
古
房、
昭
和
四
十
四
年
十
月。

(
3)
r
本
居
宜
長
全
梨」
第一
巻、
筑
庶
む
房、
平
成
万
年
十
月。

(
4)
「
甘
ゆ
L

の
こ
の
点
に
つ
い
て
土
井
徒
郎
氏
は、
「
大
酋
海
の
r
あ
ま
ゆ』

の
項
を
見
る
と、
『
人
の
情
あ
る
に
も
た
れ
る」
と
だ
け
あ
り、
そ
こ
に

あ
げ
ら
れ
て
い
る
出
典
の
例
文
は
い
ず
れ
も
成
人
に
つ
い
て
の
も
の
で、

幼
児
に
つ
い
て
の
も
の
はー
つ
も
な
い。
こ
の
こ
と
は
も
し
か
す
る
と、

甘
え
を
特
に
幼
児
的
な
も
の
と
考
え
る
わ
れ
わ
れ
の
意
描
が
時
代
的
に
新

し
い
も
の
で
あ
っ
て、
過
去
に
お
い
て
は
全
く
そ
の
こ
と
に
注
意
が
払
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。」
(r
注
釈

「
甘
え」
の
構
造』、
弘
文
盆、
平
成
五
年
九
月）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

(
5)
r
日
本
思
想
大
系』
13
r
道
元
下」、
岩
波
徘
店`
一
九
七一一
年
二
月。

(
6)
r
古
典
文
学
に
お
け
る
天
台
法
門
の
影
響
研
究』、
岩
波
出
版
サ
ー
ピ
ス
セ

ン
タ
ー、
二
0
01
年
五
月。

(
7)
『
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集』
第
二
十
五
巻
の
『
梁
脱
秘
抄』
の
歌
訊

lu
の
説
明
に
よ
る。

(
8)
r
釈
教
歌
詠
全
集」
（
東
方
出
版）
第一二
巷
に
よ
る。

(
9)
仏
教
大
系
r
法
華
玄
義』
（
仏
教
大
系
完
成
会
福、
大
正
十
年
二
月）
第
五゚

(
10)
r
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典」
第
五
殊
l

の
「
観
音」
の
説
明
に
よ
る。

な
お、
和
歌
は
r
新
絹
国
歌
大
観」
に、
『
源
氏
物
甜』
は
r
新
絹
日
本
古
典

文
学
全
集」
に、
r
宝
物
集』、
r
梁
底
秘
抄』
は
r
新
H
本
古
典
文
学
大
系』
に、

『
雑
談
梨』
は
山
田
昭
全
．＿―-
木
紀
人
釉
校
「
中
世
の
文
学
r
雑
談
集』」
（
三
弥
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〈
雑

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専

誌〉

井
柑
店、
昭
和
五
十一
年
九
月）
に、
法
華
経
は
『
岩
波
文
庫
本』
に
拠
っ
た。

（
せ
ら

も
と
き

元
窃
校
教
諭）

研
究
室
受
謄
図
書
雑
誌
目
録
I

（
平
成
十
四
年一
月
！
十
二
月）

〈
巣
行
本〉

淡
文
古
版
本
と
そ
の
受
容
（
訓
読）
（
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ）

源
氏
物
話
の
研
究
蕉
と
浮
舟、

そ
の
生
（
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
科）

古
代
和
歌
集
点
描
（
長
友
文
明
・
大
嶺
繁
博
氏
寄
贈）

古
典
箱
原
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
と
絵
図
の
構
造
的
検
索
の

研
究（
研
究
代
表
者

中
村
康
夫〔
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
情
報
部
教
授〕）

『
青
勒』

と
日
本
女
子
大
学
校
同
窓
生
〔
年
諄〕
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
内
岩
淵
（
倉
田）

研
究
室）

造
形
と
日
本
文
学
（
国
文
学
研
究
狩
科
館）

土
岐
武
治
文
耶

和
幣
目
録
（
花
図
大
学
国
文
学
科）

名
古
屋
大
学
日
本
語
学
研
究
室
過
去
・
現
在・
未
来
（
名
古
屋
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科）

日
本
に
於
け
る
淡
字
字
体
規
範
成
立
の
実
証
的
研
究
（
北
海
道
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科）

愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
国
文
学
科）

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）

二
五

愛
知
大
學
國
文
挫
（
愛
知
大
尿
國
文
卑
含）

四一

愛
知
文
教
大
学
比
較
文
化
研
究
（
愛
知
文
教
大
学
国
際
文
化
学
会）

愛
知
文
教
大
学
餘
叢
（
愛
知
文
教
大
学）

四

宵
山
語
文
（
齊
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

三
二

股
（
山
踏
勝
昭）

八

跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科）

十い
わ
き
明
星
文
学
語
学
（
い
わ
き
明
星
大
学
日
本
文
学
会）

宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）

＋
三

湖
（
う
み）
の
本

エ
ッ
セ
イ
（
秦
恒
平〉

二
四、
二
五、
二
六

湖
（
う
み）
の
本
（
秦
恒
平）

四
六、
四
七

歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）

王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）

十
三

大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー）

十

大
阪
大
学
日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）

大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）

大
要
国
文
（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会）

攻）

十

七

十 五
十
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