
長
寿
と
幸
福

1
『
大
鏡
』
世
界
の
栄
華
を
め
ぐ
っ
て
一

福
　
田
景
道

長寿と幸福一福田

『
栄
花
物
語
』
の
道
長
と
『
平
家
物
語
』
の
清
盛

　
歴
史
上
、
富
と
権
力
に
最
も
恵
ま
れ
た
幸
福
な
日
本
人
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。

人
の
幸
不
幸
は
計
量
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
問
い
に
正
解
が
な
い

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
権
力
と
財
力
を
一
身
に
集
め
て
栄
華
を
謳

歌
し
た
目
本
人
の
一
人
と
し
て
、
藤
原
道
長
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

し
と
思
へ
ば
」
は
道
長
の
詠
歌
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
道
長
の
栄
華
を
描
く
た
め
に
著
作
さ
れ
た
の
が
、
歴
史
物
語
『
栄
花
物

語
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
道
長
と
そ
の
一
族
の
空
前
の
栄
光
と
繁
栄
が
詳
述

さ
れ
尽
く
さ
れ
、
最
後
に
「
つ
る
の
は
や
し
」
一
巻
を
費
や
し
て
道
長
の
臨
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

ま
で
も
が
丹
念
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
道
長
を
極
度
に
賛
美
す
る
こ
の
巻
に
は
、

絶
対
的
権
力
者
の
理
想
的
な
死
に
様
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
む
し
ろ
人
間
的
弱
さ
を
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
世
を
ば
」
の
詠
者
の
豪
胆
さ
は
な
い
。
た
だ
し
、

そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
浄
土
信
仰
の
典
型
的
な
臨
終
方
法
で
あ
っ
て
、
『
往
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

要
集
』
に
大
き
く
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
内
で
は
、

確
か
に
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
不
世
出
の
英
雄
で
あ
っ

て
も
、
死
に
際
し
て
は
万
人
と
平
等
に
極
楽
行
き
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
様
が
知
ら
れ
、
こ
の
世
の
栄
華
の
は
か
な
さ
ま
で
も
が
確
認
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
以
下
に
そ
の
場
面
の
一
部
を
紹
介
し
て
み
る
。

　
死
に
瀕
し
た
道
長
は
、
阿
弥
陀
堂
に
籠
も
り
、
他
人
を
寄
せ
付
け
ず
、
飲
食

を
拒
否
し
、
や
が
て
愛
娘
と
の
対
面
を
も
避
け
よ
う
と
す
る
。
死
を
覚
悟
し
た

彼
が
極
楽
往
生
す
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
す
姿
が
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
鮮
明

に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
た
だ
今
は
す
べ
て
こ
の
世
に
心
と
ま
る
べ
く
見
え
さ
せ
た
ま
は
ず
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
び
や
う
ぶ
　
に
し
お
も
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
た
い
　
あ
み
だ
ほ
と
け

　
　
立
て
た
る
御
屏
風
の
西
面
を
あ
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
九
体
の
阿
弥
陀
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
　
を
ま
も
ら
へ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
　
（
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三

　
　
十
「
つ
る
の
は
や
し
」
一
六
二
頁
）

と
、
現
世
に
一
切
執
着
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
「
九
体
の
阿
弥
陀
仏
」
を
注
視
し
つ

つ
、
心
に
西
方
浄
土
を
遠
望
す
る
。
そ
の
上
で
、
『
栄
花
物
語
』
の
道
長
は
、

残
っ
た
気
力
ど
体
力
の
す
べ
て
を
投
入
し
て
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
り
む
じ
ゅ
う
ね
む
ぶ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
が
う

　
　
す
べ
て
臨
終
念
仏
思
し
つ
づ
け
さ
せ
た
ま
ふ
。
仏
の
相
好
に
あ
ら
ず
よ
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一
頁



二
頁

　
　
　
　
　
　
い
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
つ
ほ
ふ
　
　
こ
ゑ

　
　
り
ほ
か
の
色
を
見
む
と
思
し
め
さ
ず
、
仏
法
の
声
に
あ
ら
ず
よ
り
ほ
か
の

　
　
よ
ご
し
や
う

　
　
余
の
声
を
聞
か
ん
と
思
し
め
さ
ず
、
後
生
の
こ
と
よ
り
ほ
か
の
こ
と
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
だ
　
に
ょ
ら
い

　
　
し
め
さ
ず
、
御
目
に
は
弥
陀
如
来
の
相
好
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
、

　
　
御
耳
に
は
か
う
尊
き
念
仏
を
聞
し
め
し
、
御
心
に
は
極
楽
を
思
し
め
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た

　
　
り
て
、
御
手
に
は
弥
陀
如
来
の
御
手
の
糸
を
ひ
か
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
北

　
　
ま
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

　
　
枕
に
西
向
き
に
臥
さ
せ
た
ま
へ
り
。
よ
ろ
づ
に
こ
の
相
ど
も
見
た
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん
じ
ゃ

　
　
つ
る
に
、
な
ほ
権
者
に
お
は
し
ま
し
け
り
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
（
同
、

　
　
一
六
二
・
一
六
三
頁
）

　
一
心
に
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
阿
弥
陀
仏
の
顔
形
の
み
を
観
想
し
、
後
生
の
安

養
と
極
楽
往
生
に
賭
け
る
権
力
者
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
九
体
の
阿
弥
陀

如
来
像
の
手
か
ら
延
び
る
糸
を
握
り
し
め
て
死
を
迎
え
よ
う
と
す
る
姿
は
尋
常

で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
『
栄
花
物
語
』
の
語
り
手
は
そ
れ
を
「
権
者
」
（
仏

の
化
身
）
の
行
為
と
見
な
し
て
賛
美
す
る
が
、
こ
こ
ま
で
し
て
浄
土
を
欣
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
、
あ
る
種
の
憐
憫
の
情
さ
え
抱
か
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
富
や
権
力
を
得
て
も
、
そ
れ
を
死
後
の
世
界
に

持
ち
運
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
権
力
を
手
中
に
す
る
た
め
に
は
、
政
争
を
勝
ち
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
長
が
最
大
の
栄
華
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
数
多
く
の
政
敵
を
倒
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
王
朝
貴
族
は
敗
者
の
怨
霊
を
恐
れ
、
祟
り
に
苦
し
ん
だ
。

未
曾
有
の
繁
栄
を
し
た
道
長
は
、
未
曾
有
の
怨
念
に
晒
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
極
楽
往
生
を
果
た
す
に
は
、
未
曾
有
の
仏
教
事
業

や
仏
道
修
行
が
な
け
れ
ば
釣
り
合
わ
な
い
。
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
記

事
の
多
さ
、
道
長
の
仏
教
と
の
関
係
の
深
さ
は
、
怨
霊
を
克
服
し
、
往
生
へ
の

障
害
を
断
つ
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
道
長

は
、
生
涯
の
す
べ
て
を
賭
け
て
浄
土
を
目
指
し
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

辛
う
じ
て
下
品
下
生
と
い
う
最
下
位
の
往
生
に
滑
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
『
栄

花
物
語
』
の
道
長
は
本
当
に
幸
福
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
道
長
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
栄
耀
栄
華
を
極
め
た
人
物
に
、
平
清
盛
が
い
る
。

し
か
し
、
『
平
家
物
語
』
が
伝
え
る
彼
の
死
に
方
は
、
道
長
と
は
あ
ま
り
に
も

対
蹠
的
で
あ
る
。

　
清
盛
は
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
な
い
高
熱
に
苦
し
み
つ
つ
、
妻
室
に
促

さ
れ
て
次
の
よ
う
に
遺
言
し
た
。

　
　
　
　
　
ほ
う
げ
ん
　
　
へ
い
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
じ
ゃ
う

　
　
「
わ
れ
保
元
、
平
治
よ
り
こ
の
か
た
、
度
々
の
朝
敵
を
た
ひ
ら
げ
、
勧
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
ぐ
わ
し
　
そ
ん

　
　
身
に
あ
ま
り
、
か
た
じ
け
な
く
も
帝
祖
、
太
政
大
臣
に
い
た
り
、
栄
花
子
孫

　
　
　
　
　
　
こ
ん
じ
や
う
　
　
の
ぞ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ

　
　
に
及
ぶ
。
今
生
の
望
一
事
も
の
こ
る
処
な
し
。
た
だ
し
思
ひ
お
く
事

　
　
　
　
　
　
い
ず
の
く
に
　
　
る
　
に
ん
　
　
さ
き
の
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
よ
り
と
も
　
　
く
び

　
　
と
て
は
、
伊
豆
国
の
流
人
、
　
前
兵
衛
佐
頼
朝
が
頸
を
見
ざ
り
つ
る
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
　
　
　
　
だ
う
た
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
け
う
や
う

　
　
や
す
か
ら
ね
。
わ
れ
い
か
に
も
な
り
な
ん
後
は
、
堂
塔
を
も
た
て
孝
養
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
べ

　
　
も
す
べ
か
ら
ず
。
や
が
て
打
手
を
つ
か
は
し
、
頼
朝
が
首
を
は
ね
て
、

　
　
わ
が
墓
の
ま
へ
に
か
く
べ
し
。
そ
れ
ぞ
孝
養
に
て
あ
ら
ん
ず
る
」
と
宣
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

　
　
け
る
こ
そ
罪
ふ
か
け
れ
。
　
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
六
「
入
道
死
去
」
四
五

　
　
一
頁
）

　
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
「
今
生
の
望
一
事
も
の
こ
る
処
な
し
」
と
言
い

切
り
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
心
残
り
と
し
て
源
頼
朝
の
首
を
見
な
か
っ
た
無
念
を

挙
げ
る
。
自
分
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
を
禁
じ
て
、
た
だ
頼
朝
の
討
滅
の
み
を
命

ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
頼
朝
が
平
家
一
門
を
滅
ぼ
し
た
事
実
に
基
づ
く

の
は
明
ら
か
で
、
史
実
ど
お
り
と
は
認
め
難
い
が
、
『
平
家
物
語
』
に
形
象
そ

れ
る
清
盛
像
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
は
言
え
よ
う
。

　
『
平
家
』
の
清
盛
は
、
東
大
寺
の
大
仏
を
焼
い
た
罪
に
よ
り
無
間
地
獄
に
落

ち
る
こ
と
を
予
告
さ
れ
、
現
実
に
焦
熱
地
獄
に
等
し
い
熱
病
に
苦
悶
し
な
が
ら

も
、
極
楽
往
生
を
願
お
う
と
し
な
い
。
堕
地
獄
を
恐
れ
ず
、
殺
生
戒
を
破
っ
て

政
敵
の
打
倒
に
執
着
す
る
罪
深
さ
で
あ
る
。
貴
族
の
道
長
と
好
対
照
な
武
人
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ロ

盛
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
盛
は
、
自
分
の
死
後
に
何
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼

は
「
度
々
の
朝
敵
を
た
ひ
ら
げ
、
勧
賞
身
に
あ
ま
り
、
か
た
じ
け
な
く
も
帝
祖
、

太
政
大
臣
に
い
た
り
、
栄
花
子
孫
に
及
ぶ
」
と
自
己
の
生
涯
を
総
括
す
る
。
武

士
の
棟
梁
と
し
て
最
高
の
戦
功
を
誇
り
（
①
）
、
過
分
の
論
功
行
賞
を
受
け
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（
②
）
、
帝
の
外
祖
父
と
な
っ
て
実
権
を
掌
握
し
（
③
）
、
人
臣
の
最
高
位
太

政
大
臣
に
ま
で
登
り
つ
め
（
④
）
、
そ
の
威
光
に
よ
っ
て
子
孫
も
繁
栄
し
て
い

る
（
⑤
）
現
実
を
も
つ
て
、
現
世
の
望
み
の
す
べ
て
が
達
成
で
き
た
と
言
う
の

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
～
④
は
、
清
盛
個
人
の
栄
誉
で
あ
っ
て
、
他
界
の
後
も

そ
の
事
実
は
微
動
だ
に
し
な
い
。
む
し
ろ
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
永
遠
不
変
性

を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
仮
に
頼
朝
に
よ
っ
て
平
家
が
滅
亡
さ
せ

ら
れ
た
と
し
て
も
、
清
盛
個
人
の
隆
盛
の
歴
史
記
録
が
消
滅
す
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
⑤
の
「
栄
花
子
孫
に
及
ぶ
」
だ
け
は
、
清
盛
の
死
後
も
常

に
霧
散
す
る
危
険
性
を
伴
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
軍
事
行
動
の
成
功

は
、
平
家
の
子
孫
の
繁
栄
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
と
直
結
す
る
。
清
盛
の
無
二

の
遺
言
は
、
子
孫
の
繁
栄
を
堅
持
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、

自
身
の
往
生
を
犠
牲
に
し
て
子
孫
の
繁
栄
を
望
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
愛
娘
と
の

対
面
を
も
厭
い
、
自
身
の
往
生
の
み
を
希
求
し
た
道
長
と
正
反
対
の
態
度
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
平
家
物
語
』
で
は
、
清
盛
の
栄
華
と
と
も
に
、
平
家
一
門
の
繁
栄
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
貴
族
の
一
員
と
し
て
の
繁
栄
が
評
価
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
は
ん
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
も
り

　
　
吾
身
の
栄
花
を
極
む
る
の
み
な
ら
ず
。
一
門
共
に
繁
昌
し
て
、
嫡
子
重
盛
、

　
　
な
い
だ
い
じ
ん
　
　
さ
だ
い
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
む
ね
も
り
　
　
ち
ゅ
う
な
ご
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
も
り
　
　
さ
ん
み
の

　
　
内
大
臣
の
左
大
将
、
次
男
宗
盛
、
中
納
言
の
右
大
将
、
三
男
知
盛
、
三
位

　
　
ち
ゅ
う
じ
や
う
ち
や
く
そ
ん
こ
れ
も
り
　
し
　
み
の
せ
う
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
じ
ゃ
う
び
と

　
　
中
将
、
嫡
孫
維
盛
、
四
位
少
将
、
す
べ
て
一
門
の
公
卿
十
六
人
、
殿
上
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
り
や
う
　
ゑ
　
ふ
　
　
　
し
ょ
し
　
　
　
つ
　
が
ふ

　
　
辮
余
人
、
諸
国
の
受
領
、
衛
府
、
諸
司
、
都
合
六
十
余
人
な
り
。
世
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ほ
か
お
ん
む
す
め

　
　
又
人
な
く
ぞ
見
え
ら
れ
け
る
。
（
中
略
）
其
外
御
娘
八
人
お
は
し
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
っ
ぽ
ん
あ
き
つ
　
し
ま
　
　
　
　
わ
づ

　
　
皆
と
り
ぐ
睾
ひ
給
へ
り
．
（
中
略
）
呆
秋
津
島
は
、
漿
に
六
＋

　
　
　
か
　
こ
く
　
　
　
　
　
ち
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
　
　
は
ん
ご
く

　
　
六
箇
国
、
平
家
知
行
の
国
、
升
余
箇
国
、
既
に
半
国
に
こ
え
た
り
。
其
外

　
　
し
や
う
ゑ
ん
で
ん
ば
く

　
　
庄
園
田
畠
、
い
く
ら
と
い
ふ
数
を
知
ら
ず
。
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
「
吾

　
　
身
栄
花
」
三
〇
～
三
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
『
平
家
物
語
』
の
栄
華
は
、
子
孫
の
繁
栄
と
不
可
分
の
も
の

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
盛
が
遺
言
に
よ
っ
て
守
り
た
か
っ
た
の
は
、

こ
の
王
朝
的
繁
栄
で
あ
る
。

　
実
は
、
『
栄
花
物
語
』
の
道
長
の
栄
華
も
同
一
の
本
質
を
も
つ
。
「
栄
華
（
栄

花
と
は
、
本
来
、
草
木
の
花
を
意
味
し
、
植
物
の
花
が
咲
く
場
合
に
用
い
ら

れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
王
朝
時
代
に
は
華
や
か
に
栄
え
る
意
に
転
じ

て
い
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
物
語
文
学
系
の
作
品
で
は
、
天
皇
の
外
戚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

と
な
っ
て
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
る
意
も
含
ま
れ
て
い
る
。
草
木
が
花
を
咲
か
せ
、

繁
茂
す
る
様
が
、
子
孫
が
繁
栄
す
る
こ
と
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
道
長
の
栄
華
は
、
三
人
の
女
子
が
同
時

に
后
位
に
あ
り
、
帝
と
東
宮
の
外
祖
父
で
あ
り
、
男
子
五
人
が
関
白
を
は
じ
め

と
す
る
主
要
な
大
臣
公
卿
の
地
位
に
就
く
と
い
う
比
類
の
な
い
子
孫
繁
栄
に
よ

っ
て
顕
現
す
る
と
言
え
る
。

　
『
栄
花
物
語
』
と
『
平
家
物
語
』
と
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
栄
華
観
を
も
つ
。

御
堂
関
白
道
長
と
入
道
相
国
清
盛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
栄
華
に
よ
っ
て
同

じ
よ
う
に
特
立
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
、
死
に
臨
ん
で

好
対
照
な
態
度
を
示
す
。
無
論
、
古
代
と
中
世
、
貴
族
と
武
士
、
歴
史
物
語
と

軍
記
文
学
な
ど
、
両
書
の
間
に
は
対
照
的
な
要
因
が
多
く
、
そ
の
対
照
性
に
基

づ
く
当
然
の
結
果
で
は
あ
る
。
両
作
品
の
本
質
の
違
い
と
も
矛
盾
し
な
い
。
し

か
し
、
本
稿
で
は
、
対
照
性
を
認
め
た
上
で
敢
え
て
、
道
長
と
清
盛
の
死
に
方

を
分
か
つ
要
因
を
、
栄
華
の
完
成
度
の
較
差
に
見
い
だ
し
て
み
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、
『
平
家
』
の
清
盛
が
治
承
五
年
（
二
八
一
）
閏
二
月
に
他
界
す
る

時
点
の
平
家
の
公
卿
は
、
中
納
言
二
人
（
時
忠
・
頼
盛
）
、
参
議
一
人
（
教
盛
）

　
　
　
　
ハ
　
ロ

し
か
い
な
い
。
　
「
吾
身
の
栄
花
」
を
構
成
し
た
嫡
子
左
大
将
内
大
臣
重
盛
は
既

に
世
に
な
く
、
後
に
内
大
臣
に
な
る
宗
盛
も
こ
の
時
は
前
権
大
納
言
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
廟
堂
に
平
氏
の
公
卿
は
僅
か
し
か
い
な
い
。
ま
た
、
外
孫
安
徳
帝

は
未
だ
四
歳
で
、
外
戚
の
座
も
盤
石
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
栄

花
』
の
道
長
は
永
続
的
栄
華
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
万
寿
四
年
（
一
〇
宅
）
十
二

月
の
没
時
に
お
い
て
、
関
白
左
大
臣
に
長
子
頼
通
、
内
大
臣
に
教
通
、
権
大
納

言
に
頼
宗
・
能
信
、
権
中
納
言
に
長
家
が
並
び
、
男
子
が
公
卿
の
上
位
八
人
中

五
人
を
占
め
る
。
女
子
は
女
院
（
上
東
門
院
彰
子
）
と
中
宮
（
威
子
）
が
存
命

三
頁
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四
頁

で
、
外
孫
に
帝
（
後
一
条
帝
）
・
東
宮
（
後
朱
雀
帝
）
と
親
仁
親
王
（
後
の
後

冷
泉
帝
）
が
お
り
、
こ
の
後
四
十
年
間
は
道
長
の
外
孫
が
天
皇
位
を
独
占
す
る
。

道
長
は
こ
の
世
の
栄
華
に
ま
っ
た
く
不
安
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
平
家
物

語
』
で
は
、
清
盛
の
栄
華
を
道
長
と
同
型
の
王
朝
的
な
も
の
と
見
な
す
が
、
内

実
は
大
き
く
隔
た
る
。
清
盛
が
道
長
型
の
栄
華
に
到
達
す
る
に
は
、
外
孫
の
成

長
と
さ
ら
な
る
外
戚
関
係
の
締
結
が
必
要
で
、
数
十
年
の
時
間
を
要
し
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
、
清
盛
の
死
去
は
早
す
ぎ
た
と
言
え
る
。
清
盛
の
享
年
は

六
十
四
歳
で
、
道
長
よ
り
二
歳
長
命
で
あ
っ
た
。
当
時
の
公
卿
の
平
均
寿
命
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
む
レ

六
十
歳
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
清
盛
は
短
命
で
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
は
栄
華
を
確
立
す
る
前
に
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
『
大
鏡
』
の
構
成
と
栄
華
観

　
『
栄
花
物
語
』
と
『
平
家
物
語
』
の
中
間
的
性
格
を
も
つ
作
品
に
『
大
鏡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

が
あ
る
。
『
大
鏡
』
は
『
栄
花
物
語
』
の
存
在
を
前
提
に
成
立
し
、
か
つ
、
『
平

家
物
語
』
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
大
鏡
』
は
『
栄

花
物
語
』
と
同
じ
く
道
長
の
栄
華
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
を
も
ち
、
『
大
鏡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
よ
　
レ

の
道
長
像
と
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
像
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
『
大
鏡
』
の
「
栄
華
」
の
内
質
に
も
『
栄
花
物
語
』
『
平
家
物
語
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
レ

同
様
に
子
孫
隆
盛
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。

　
こ
の
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
の
栄
華
の
捉
え
方
に
は
、
長
寿
と
の
関
係
が

鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
『
大
鏡
』
の
道
長
が
栄
華
を
確
立
す
る
前
に

死
に
瀕
し
た
と
す
る
と
、
清
盛
の
よ
う
に
こ
の
世
に
思
い
を
残
し
、
清
盛
の
よ

う
な
遺
言
を
残
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
長
命
が
道
長
の
栄

華
の
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
『
大
鏡
』
の

栄
華
観
と
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。

　
通
常
、
『
大
鏡
』
は
紀
伝
体
の
体
裁
を
も
つ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
歴
史
世
界
を
全
円
的
に
描
き
出
す
た
め
の
中
国
史
書
の
紀
伝
体
と
は
ま
っ

た
く
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
形
態
は
、
道
長
一
人
に
未
曾
有
の
栄

華
が
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
を
究
明
す
る
と
い
う
単
一
の
目
的
に
応
じ
て
考
案
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ェ
　
ロ

れ
た
、
独
創
的
な
新
形
式
な
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
の
「
本
紀
」
に
相
当
す
る
部
分
に
は
、
各
帝
の
父
母
．
外
祖
父
．

生
誕
・
元
服
・
立
坊
・
即
位
・
在
位
年
数
・
母
后
の
略
歴
な
ど
が
整
然
と
記
録

さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
天
皇
の
性
格
・
業
績
、
在
位
中
の
出
来
事
は
ほ
と
ん

ど
掲
載
さ
れ
な
い
。
天
皇
本
人
よ
り
も
、
母
后
（
天
皇
の
生
母
）
の
方
に
多
く

の
紙
幅
が
与
え
ら
れ
る
の
を
通
常
と
す
る
。
し
か
も
、
藤
原
氏
摂
関
家
出
身
の

母
后
に
限
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
各
帝
に
つ
い
て
即
位
ま
で
の
経

緯
だ
け
が
特
記
さ
れ
る
点
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
本
紀
」
は
、
摂
関

家
の
娘
が
帝
と
婚
姻
し
、
皇
子
を
出
生
さ
せ
、
帝
位
に
据
え
る
経
過
を
明
示
す

る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
文
徳
帝
か
ら
後
一
条
帝
ま
で
の
十

四
代
と
藤
原
冬
嗣
か
ら
道
長
ま
で
の
直
系
七
世
と
が
、
母
后
を
介
し
て
血
縁
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　
ロ

に
密
着
し
て
い
る
実
態
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
　
『
大
鏡
』
の
語
り
手
大
宅

世
継
翁
は
、
「
本
紀
」
の
末
尾
に
、
そ
の
事
情
を
象
徴
的
に
告
白
す
る
。

　
　
　
　
　
　
し
　
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
ぐ
わ

　
　
帝
王
の
御
次
第
は
申
さ
で
も
あ
り
ぬ
ぺ
け
れ
ど
、
入
道
殿
下
の
御
栄
花
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き
　
　
　
あ
り
さ
ま

　
　
に
に
よ
り
ひ
ら
け
た
ま
ふ
ぞ
と
思
へ
ば
、
ま
づ
帝
・
后
の
御
有
様
を
申
す
な

　
　
り
。
植
木
は
根
を
お
ほ
く
て
、
つ
く
ろ
ひ
お
ほ
し
た
て
つ
れ
ば
こ
そ
、
枝
も

　
　
　
　
　
こ
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ロ

　
　
茂
り
て
木
の
実
を
も
む
す
べ
や
。
　
（
『
大
鏡
』
「
天
皇
本
紀
践
」
五
五
頁
）
・

　
道
長
の
栄
華
の
因
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
帝
と
后
を
語
る
、
つ
ま
り
、

「
本
紀
」
は
道
長
の
栄
華
の
た
め
に
あ
る
と
明
言
す
る
。
「
本
紀
」
は
道
長
栄
華

と
い
う
大
樹
を
支
え
る
根
に
相
当
す
る
と
ま
で
言
い
き
る
の
で
あ
る
。
道
長
栄
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ユ
ク
レ

が
天
皇
と
の
血
縁
関
係
に
基
づ
く
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
『
大
鏡
』
の
大
部
分
を
占
め
る
「
大
臣
列
伝
」
も
本
来
の
意
味
の
列
伝
で
は

な
い
。
こ
れ
は
二
十
人
の
有
力
公
卿
の
名
を
冠
す
る
「
伝
」
で
構
成
さ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
個
人
の
伝
記
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
「
伝
」
の

主
よ
り
も
子
孫
の
動
向
に
多
く
の
紙
幅
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ

れ
は
明
白
で
あ
る
。
「
こ
の
お
と
ど
（
為
光
）
の
御
有
様
か
く
な
り
」
（
「
為
光
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あ
り
さ
ま

伝
」
二
三
〇
頁
）
・
「
こ
の
太
政
大
臣
殿
（
公
季
）
の
御
有
様
か
く
な
り
」
（
「
公

季
伝
」
二
三
二
頁
）
な
ど
の
「
か
く
な
り
」
は
前
文
の
内
容
を
受
け
る
と
見
る

の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
「
有
様
」
は
ほ
ぼ
子
孫
の

有
様
を
表
す
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
の
「
列
伝
」
は
、
富
と
権
勢

を
獲
得
し
た
人
物
の
子
孫
繁
栄
の
程
度
（
す
な
わ
ち
栄
華
）
を
明
示
し
、
対
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

す
る
機
能
を
も
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
ま
た
、
「
大
臣
列
伝
」
に
独
立
し
た
「
伝
」
を
特
設
さ
れ
る
の
は
、
藤
原
冬

嗣
と
そ
の
子
孫
に
限
ら
れ
る
と
い
う
偏
向
も
軽
視
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
も
『
史

記
』
な
ど
の
列
伝
と
は
大
差
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
『
大
鏡
』
の
「
大
臣
列
伝
」

は
、
冬
嗣
流
の
藤
原
氏
の
巨
大
な
系
図
の
文
章
化
さ
れ
た
も
の
を
骨
格
と
し
て
、

そ
の
上
に
逸
話
（
挿
話
）
な
ど
の
記
事
が
適
宜
は
め
込
ま
れ
た
も
の
と
理
解
で

　
パ
ユ
　
レ

き
る
。
こ
の
系
図
を
上
下
逆
転
さ
せ
た
も
の
を
、
前
述
の
道
長
栄
華
と
い
う
大

樹
（
「
植
木
」
）
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
大
臣
列
伝
」
で
「
伝
」
を
設
け
ら
れ
る
二
十
人
の
有
力
公
卿
の
経

歴
の
記
載
方
法
に
は
精
粗
の
別
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
別
稿
に
論
じ
た
よ
う

に
、
道
長
の
直
系
の
父
祖
七
人
（
冬
嗣
－
長
良
一
基
経
－
忠
平
－
師
輔
－
兼
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
レ

ー
道
長
）
と
そ
れ
以
外
の
十
三
人
（
傍
系
）
と
が
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
正
系
の
七
人
の
伝
は
、
出
生
順
に
関
わ
ら
ず
各
兄
弟
の
最
後
に
置
か
れ

て
い
る
（
図
1
参
照
）
。
ま
た
、
正
系
の
七
人
は
道
長
本
人
と
そ
の
直
系
の
血

統
を
も
つ
一
点
の
み
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
他
の
傍
系
十
三
人
の
う
ち
十
二
人
は

正
系
の
兄
弟
の
大
臣
経
験
者
が
該
当
す
る
。
残
る
一
人
は
関
白
太
政
大
臣
と
い

う
最
高
位
を
極
め
た
頼
忠
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
増
補
改
修
の
痕
跡
が
残
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ユ
レ

と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
大
鏡
』
は
正
系
の
「
伝
」
と
傍
系
の
「
伝
」
を
区
別

し
て
、
正
系
の
公
卿
と
そ
の
子
孫
が
何
ら
か
の
点
で
傍
系
を
凌
ぎ
、
傍
系
の
子

孫
が
没
落
・
衰
退
し
て
い
く
実
状
を
明
示
す
る
。
そ
の
結
果
、
道
長
に
栄
華
が

も
た
ら
さ
れ
る
必
然
性
・
正
当
性
が
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
正
系

は
血
統
を
溯
る
こ
と
で
最
初
か
ら
固
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
大

臣
列
伝
」
を
読
み
進
め
る
者
に
は
、
各
世
代
ご
と
に
兄
弟
間
の
競
争
が
行
わ
れ

て
正
系
が
決
定
さ
れ
、
最
終
的
に
道
長
が
生
き
残
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
仕
組

み
で
あ
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
正
系
と
傍
系
と
を
峻
別
す
る
重
要
な
要
因
に
長
寿

・
寿
命
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
面
か
ら
清
盛
は
短
命
す
ぎ
、
『
大
鏡
』
の
正
系

と
は
隔
絶
す
る
の
で
あ
る
。
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冬
嗣
h
講
③
基
経
黙
然
轡
②
頼
忠

（
注
）

○
内
数
字
は
兄
弟
の
出
生
順
を
、
太
字
は
正
系
を
あ
ら
わ
す
。

各
兄
弟
は
「
大
臣
列
伝
」
で
は
右
か
ら
左
に
順
次
配
列
さ
れ
る

①
伊
引

②
兼
通辮

h
灘

図1　「大臣列伝」略系図

（独立したr伝」をもつ20

人に限る）
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六
頁

三
　
長
寿
と
栄
華

　
『
大
鏡
』
の
「
大
臣
列
伝
」
の
中
で
も
「
時
平
伝
」
は
異
彩
を
放
つ
。
藤
原

時
平
と
そ
の
子
孫
の
記
事
に
優
先
し
て
他
氏
で
あ
る
菅
原
道
真
の
配
流
の
経
緯

に
過
半
の
筆
が
費
や
さ
れ
る
点
で
他
の
伝
と
大
き
く
異
な
る
。
道
真
の
悲
運
に

対
す
る
同
情
の
深
さ
が
伝
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
る
の

を
禁
じ
得
な
い
。
流
罪
の
理
由
も
、
学
才
と
帝
寵
で
道
真
に
遅
れ
を
と
っ
た
時

平
が
「
や
す
か
ら
ず
」
思
い
、
「
右
大
臣
（
道
真
）
の
御
た
め
に
よ
か
ら
ぬ
こ

と
出
で
き
て
」
流
罪
さ
れ
た
と
説
明
し
て
、
道
真
の
無
実
を
認
め
る
（
「
時
平

伝
」
七
四
頁
）
。
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
と
は
後
文
に
よ
る
と
時
平
の
讒
訴
を
指

す
ら
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
不
当
な
行
為
こ
そ
が
時
平
と
そ
の
子
孫
に
衰
運
を

も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　
時
平
自
身
は
、
道
真
が
太
宰
府
で
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
七
年
後
に
、
三
十

九
歳
の
若
さ
で
命
を
落
と
す
。
『
大
鏡
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
評
し
な
い
が
、

こ
の
後
に
続
く
記
述
内
容
は
た
だ
事
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め
　
　
に
ょ
う
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ご

　
　
こ
の
時
平
の
お
と
ど
の
御
女
の
女
御
（
仁
善
子
）
も
う
せ
た
ま
ふ
。
御
孫

　
　
　
と
う
ぐ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
で
う
の
だ
い
し
ゃ
う
や
す
た
だ

　
　
の
春
宮
（
慶
頼
王
）
も
、
一
男
八
条
大
将
保
忠
卿
も
う
せ
た
ま
ひ
に
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
と
　
あ
っ
た
だ

　
　
か
し
。
（
中
略
）
そ
の
御
弟
の
敦
忠
の
中
納
言
も
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
（
『
大

　
　
鏡
』
「
時
平
伝
」
八
二
・
八
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
た
だ

　
　
た
だ
、
こ
の
君
た
ち
の
御
中
に
は
、
（
中
略
）
顕
忠
の
お
と
ど
の
み
ぞ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
右
大
臣
ま
で
な
り
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
か
く
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
故
に
や

　
　
（
大
臣
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
慎
ま
し
く
し
て
い
た
た
め
か
）
、
こ
の
お
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
ぞ
う

　
　
の
み
ぞ
、
御
族
の
中
に
、
六
十
余
ま
で
お
は
せ
し
。
（
中
略
）
こ
れ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
ほ
か
の
君
達
か
、
皆
三
十
余
、
四
十
に
過
ぎ
た
ま
は
ず
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
他

　
　
の
こ
と
に
あ
ら
ず
、
こ
の
北
野
（
道
真
）
の
御
嘆
き
に
な
む
あ
る
べ
き
。

　
　
（
同
八
六
・
八
七
頁
）

　
道
真
を
讒
言
し
た
罪
に
よ
っ
て
、
時
平
の
子
孫
は
短
命
に
な
っ
た
と
断
言
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
う

る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
死
没
の
記
事
は
多
い
。
「
我
は
命
み
じ
か
き
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
レ

な
り
」
と
い
う
敦
忠
の
言
も
あ
る
（
八
五
頁
）
。
保
忠
と
敦
忠
は
早
世
し
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
大
臣
位
に
達
し
た
に
違
い
な
い
。
短
命
ゆ
え
に
時
平
の
子
孫
は

正
系
か
ら
外
れ
た
と
『
大
鏡
』
は
言
明
す
る
。
例
外
的
に
延
命
し
て
大
臣
に
な

っ
た
顕
忠
も
、
異
常
な
ほ
ど
の
倹
約
生
活
を
送
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
実
質

的
な
大
臣
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
繁
栄
し
た
と
は
到
底
言
え
ま
い
。
「
あ

　
　
　
　
あ
く
じ

さ
ま
し
き
悪
事
を
申
し
行
ひ
た
ま
へ
り
し
罪
に
よ
り
、
こ
の
お
と
ど
（
時
平
）

　
　
す
ゑ

の
御
末
（
子
孫
）
は
お
は
せ
ぬ
な
り
」
（
同
八
八
頁
）
と
ま
で
断
定
さ
れ
る
が
、

時
平
流
衰
退
の
直
接
の
原
因
は
、
道
真
の
祟
り
で
は
な
く
、
当
主
が
栄
華
を
確

保
す
る
前
に
頓
死
し
た
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
保
忠
が
崇
ら
れ
な
が
ら
も
藤

原
氏
の
家
督
を
継
い
で
い
た
場
合
、
慶
頼
東
宮
が
天
皇
に
な
る
ま
で
生
き
て
い

た
場
合
に
は
、
栄
華
は
こ
の
一
門
に
保
た
れ
、
道
長
の
栄
華
も
あ
り
得
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
時
平
の
後
継
者
が

相
次
い
で
政
界
を
去
っ
た
結
果
、
藤
原
氏
の
家
督
を
継
い
だ
の
は
長
命
な
実
弟

忠
平
（
道
長
の
曾
祖
父
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
平
が
も
し
も
保
忠
ら
の
後
継

者
に
政
権
を
移
譲
す
る
時
期
ま
で
生
存
し
て
い
た
ら
、
こ
の
一
族
の
権
勢
は
も

う
少
し
は
保
て
た
で
あ
ろ
う
。
栄
華
を
確
定
さ
せ
る
以
前
の
死
滅
の
連
続
に
よ

っ
て
、
「
時
平
伝
」
は
正
系
の
伝
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
師
引
伝
」
「
道
兼
伝
」
の
正
系
脱
落
も
ま
っ
た
く
同
様
に
理
解
で
き
る
。

安
和
の
変
の
源
高
明
左
遷
は
、
『
大
鏡
』
で
は
師
タ
の
讒
言
に
基
づ
く
と
断
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
報
い
で
師
ヂ
は
そ
の
年
の
う
ち
に
「
う
せ
た
ま
ふ
」
と
い

う
解
釈
で
あ
る
（
「
師
ヂ
伝
」
一
一
七
頁
）
。
道
兼
は
関
白
就
任
の
七
日
後
に

病
死
し
て
、
権
勢
の
行
使
と
栄
華
の
構
築
を
果
た
せ
な
か
っ
た
悲
運
の
人
物
で

あ
る
。
『
大
鏡
』
は
、
道
兼
が
花
山
院
を
「
す
か
し
お
ろ
し
」
た
悪
事
を
そ
の

主
因
と
す
る
（
「
道
兼
伝
」
二
八
九
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
資
料
か
ら
判
断

す
る
と
師
引
も
道
兼
も
単
独
犯
で
は
な
い
。
兄
弟
・
親
族
の
罪
科
の
す
べ
て
を

身
に
受
け
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
ら
が
栄
華
を

確
保
す
る
前
に
急
死
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
時
平
と
の
類
似
性
ゆ
え
の
処
置
で
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あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
「
道
長
伝
」
は
あ
ら
ゆ
る
死
没
を
免
れ
て
い
る
。
特
に
、

老
翁
の
歴
史
語
り
の
時
点
を
万
寿
二
年
（
6
霊
）
五
月
に
設
定
し
た
こ
と
が
無

視
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
年
七
月
に
道
長
女
寛
子
が
、
八
月
に
同
嬉

子
（
東
宮
妃
）
が
相
次
い
で
早
世
し
た
事
実
の
記
載
が
回
避
で
き
る
。
さ
ら
に

二
年
後
の
顕
信
と
妊
子
（
皇
太
后
）
の
二
人
の
子
女
と
道
長
自
身
の
死
を
も
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

ら
な
い
ま
ま
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
没
年
は
、
寛
子
二
十
七
歳
、

嬉
子
十
九
歳
、
顕
信
三
十
四
歳
、
妊
子
三
十
四
歳
で
あ
り
、
「
時
平
伝
」
以
上

の
短
命
さ
で
あ
る
。
仮
に
道
長
死
去
の
万
寿
四
年
十
二
月
を
現
時
点
と
す
れ
ば
、

「
道
長
伝
」
は
五
人
の
死
没
に
覆
わ
れ
て
し
ま
い
、
道
長
は
四
人
の
子
女
に
先

立
た
れ
た
悲
運
の
人
物
に
な
る
。
そ
の
二
年
前
の
万
寿
二
年
を
現
在
に
仮
設
し

た
た
め
に
す
べ
て
の
死
没
を
免
れ
、
道
長
と
そ
の
子
孫
の
完
全
な
繁
栄
が
仮
構

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
『
大
鏡
』
が
強
調
す
る
道
長
栄
華
な
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
　
　
　
　
き
ん
だ
ち
　
を
と
こ
を
ん
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ず

　
　
こ
の
（
道
長
）
殿
の
の
君
達
、
男
女
あ
は
せ
た
て
ま
つ
り
て
十
二
人
、
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
く
ら
み

　
　
の
ま
ま
に
て
お
は
し
ま
す
。
男
も
女
も
、
御
官
位
こ
そ
心
に
ま
か
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
ひ
と
が
ら

　
　
ま
へ
ら
め
、
御
心
ば
へ
、
人
柄
ど
も
さ
へ
、
い
さ
さ
か
か
た
ほ
に
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
そ
く

　
　
も
ど
か
れ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
と
り
ど
り
に
有
職
に
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
は

　
　
で
た
く
お
は
し
ま
さ
ふ
も
、
た
だ
こ
と
ご
と
な
ら
ず
、
入
道
殿
の
御
幸
ひ

　
　
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
は
し
ま
す
な
め
り
。
さ
き
ざ
き
の
殿
ば
ら
の
君
達

　
　
お
は
せ
し
か
ど
も
、
皆
か
く
し
も
思
ふ
さ
ま
に
や
は
お
は
せ
し
。
お
の
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
あ

　
　
か
ら
、
男
も
女
も
善
き
悪
し
き
ま
じ
り
て
こ
そ
お
は
し
ま
さ
ふ
め
り
し
か
。

　
　
（
『
大
鏡
』
「
道
長
伝
」
同
三
〇
八
二
二
〇
九
頁
）

　
　
　
　
　
　
み
ち
な
が
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
し
　
　
ち
ゅ
う
ぐ
う

　
　
太
政
大
臣
道
長
お
と
ど
は
、
太
皇
太
后
宮
彰
子
・
皇
太
后
宮
妖
子
．
中
宮

　
　
ゐ
　
し
　
　
　
と
う
ぐ
う
　
　
み
や
す
ど
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
び
に

　
　
威
子
・
東
宮
の
御
息
所
（
嬉
子
）
の
御
父
、
当
代
（
後
一
条
帝
）
井
春
宮
（
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
朱
雀
帝
）
の
御
祖
父
に
お
は
し
ま
す
。
こ
こ
ら
の
御
中
に
、
后
三
人
並
べ
据

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ふ
だ
う
て
ん
が

　
　
ゑ
て
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
は
、
入
道
殿
下
（
道
長
）
よ
り
ほ
か
に

　
　
聞
え
さ
せ
た
ま
は
ざ
ん
め
り
。
関
白
左
大
臣
（
頼
通
）
・
内
大
臣
（
教
通
）
．

　
　
大
納
言
二
人
（
頼
宗
・
能
信
Y
中
納
言
（
長
家
）
の
御
親
に
て
お
は
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
い
い
つ
む
　
に

　
　
さ
り
や
、
聞
し
召
し
あ
つ
め
よ
。
日
本
国
に
は
唯
一
無
二
に
お
は
し
ま
す
。

　
　
（
同
「
藤
原
氏
物
語
」
三
四
七
・
三
四
八
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
道
長
の
唯
一
無
二
の
栄
華
と
は
、
子
女
が
全
員
優
秀
で
健
在
で

あ
る
こ
と
に
極
ま
る
（
図
2
参
照
）
。
そ
の
た
め
に
、
主
要
な
十
二
人
以
外
の

実
子
の
存
在
を
無
視
す
る
な
ど
、
か
な
り
意
図
的
に
操
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
四
の
御
方
（
為
光
四
女
）
は
、
入
道

殿
（
道
長
）
の
俗
に
お
は
し
ま
し
し
折
の
御
子
う
み
て
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
」

（「

ﾗ
光
伝
」
二
三
〇
頁
）
と
明
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
御
子
」
は
道
長
栄
華

の
指
標
と
は
な
ら
ず
、
無
視
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
万
寿
二
年
を
現
時
点
に
設
定
し
た
か
ら
に
は
、
二
十
人
の
「
伝
」

を
持
つ
公
卿
の
う
ち
で
最
も
若
い
道
長
の
子
女
た
ち
の
生
存
率
が
高
い
の
は
当

然
で
あ
る
。

先
に
取
り
上

げ
た
「
時
平

伝
」
の
場
合
、

時
平
の
子
女

の
う
ち
最
も

若
い
敦
忠
で

も
延
喜
六
年

（九

Z
六
）
の
生
ま

れ
で
、
万
寿

二
年
に
生
存

し
て
い
る
可

能
性
は
な

い
。
孫
の
世

代
で
も
無
理

が
あ
る
。
曾

倫
子

道
長

嬉威研彰教頼
子子子子通通

明
子

尊覧長能顕頼
子子家信信宗

関
白
左
大
臣

難
后
宮
』
騨
離
墓

皇
太
后
宮
　
　
－
禎
子
　
（
一
品
宮
）

中
宮

東
宮
の
御
息
所
1
〈
後
冷
泉
帝
〉

大
納
言

大
納
言

中
納
言

道長「栄華」系図図2
七
頁
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八
頁

孫
の
心
誉
・
扶
公
・
文
慶
の
三
僧
都
の
存
命
が
記
さ
れ
る
が
、
在
俗
で
は
な
い

の
で
栄
華
に
は
関
係
し
て
い
な
い
。
道
長
よ
り
三
世
代
上
の
時
平
の
子
孫
の
生

死
を
比
較
の
対
象
に
す
る
の
は
、
こ
う
考
え
る
と
公
平
と
は
言
え
な
い
。

　
そ
こ
で
、
道
長
に
年
齢
の
近
い
人
物
の
「
伝
」
に
注
目
し
て
み
る
。
正
暦
三

年
（
九
九
一
）
に
五
十
一
歳
で
没
し
た
為
光
の
子
孫
は
存
命
の
割
合
が
高
い
は
ず

だ
が
、
『
大
鏡
』
に
は
子
女
十
一
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
万
寿
二
年

ま
で
に
死
去
し
た
五
人
に
つ
い
て
「
う
せ
た
ま
ひ
に
き
」
と
死
が
印
象
付
け
ら

れ
て
い
る
。
公
季
は
万
寿
二
年
に
は
生
存
し
て
い
た
が
、
男
子
一
人
の
死
が
明

記
さ
れ
、
生
母
の
死
に
ま
つ
わ
る
逸
話
ま
で
も
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
道
長
の

実
兄
道
隆
・
道
兼
の
「
伝
」
に
つ
い
て
も
万
寿
二
年
現
在
で
他
界
し
て
い
た
者

の
ほ
ぼ
全
員
の
死
去
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
「
道
隆
伝
」
に
は
九
人
も
の
死
没
の
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
そ
ち
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
だ
ち
　
　
か
ず

　
　
こ
の
帥
殿
（
隆
家
）
の
御
は
ら
か
ら
と
い
ふ
君
達
、
数
あ
ま
た
お
は
す
べ

　
　
　
　
よ
り
ち
か
　
　
く
　
ら
の
か
み
　
　
ち
か
よ
り
　
　
も
　
く
の
か
み

　
　
し
。
頼
親
の
内
蔵
頭
、
周
頼
の
木
工
頭
な
ど
い
ひ
し
人
、
か
た
は
し
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
う
ぶ
の
た
い
ふ
ち
か
い
へ
　
　
き
み

　
　
な
く
な
り
た
ま
て
、
今
は
、
た
だ
兵
部
大
輔
周
家
の
君
ば
か
り
、
ほ
の
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
く
わ
ん
ば
く
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　
　
き
た
ま
ふ
な
り
。
（
中
略
）
故
関
白
殿
（
道
隆
）
の
御
心
お
き
て
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
　
う
る
は
し
く
、
あ
て
に
お
は
し
し
か
ど
、
御
末
あ
や
し
く
、
御
命
も
短
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ふ
だ
う
い
っ
ぽ
ん
の
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ち
の
ち
ゅ
う
な
ご
ん
ど
の

　
　
お
は
し
ま
す
め
り
。
今
は
、
入
道
一
品
宮
（
脩
子
）
と
、
こ
の
帥
中
納
言
殿

　
　
（
隆
家
）
と
の
み
こ
そ
は
、
残
ら
せ
た
ま
へ
め
れ
。
（
『
大
鏡
』
「
道
隆
伝
」

　
　
二
八
二
頁
）

　
時
平
や
道
兼
と
異
な
っ
て
、
道
隆
に
は
明
白
な
衰
滅
の
原
因
が
示
さ
れ
て
い

な
い
。
「
道
隆
伝
」
に
は
、
伊
周
ら
男
子
の
資
質
と
行
動
、
定
子
ら
女
子
の
不

運
の
連
続
な
ど
に
繁
栄
を
妨
げ
る
要
因
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
決
定

的
な
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
「
伝
」
主
の
道
隆
に
根
本
的
な
衰
因
が
潜
む
と

推
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
道
隆
の
早
す
ぎ
る
死
が
注
目
さ

れ
る
。
道
隆
は
死
に
臨
ん
で
二
十
一
歳
の
内
大
臣
伊
周
を
内
覧
に
し
て
政
権
譲

渡
に
成
功
し
た
か
に
見
え
た
が
、
死
去
の
わ
ず
か
十
七
目
後
に
は
、
弟
道
兼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ど
り
こ

関
白
の
座
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
伊
周
は
「
嬰
児
（
乳
児
）
の
や
う
な
る
殿
」

（
二
九
五
頁
）

と
評
さ
れ
て

い
る
。
伊
周

は
政
権
を
担

当
で
き
る
ま

で
に
成
長
し

て
い
な
か
っ

た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
道

隆
の
死
は
や

は
り
早
す
ぎ

た
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
は

そ
う
見
る
。

　
一
方
、
道

長
は
十
分
に

×
道
隆

×
定
子

×
原
子

女
敦
道
親
王
室

×
女
一
条
帝
御
匣
殿

女
研
子
女
房

×
道
頼

×
隆
円

×
伊
周

脩
子
（
入
道
一
品
宮
）

×
姨
子

×
敦
康

隆
家

×
頼
親

×
周
頼

周
家

好
親
人
道

女
頼
宗
室

女
彰
子
女
房

道
雅

女
敦
儀
親
王
室

女
兼
経
室

良
頼

経
輔

季
定

　
（
注
）
×
は
死
没
者

「道隆伝」系図図3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
の
く
わ
ん
ば
く
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
た
　
ど
の

長
命
で
あ
っ
た
。
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
に
は
、
「
中
関
白
殿
（
道
隆
）
・
粟
田
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ

（
道
兼
）
う
ち
つ
づ
き
亡
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
入
道
殿
（
道
長
）
に
世
の
移
り

し
」
（
「
道
長
伝
」
三
三
〇
・
三
三
一
頁
）
と
二
見
の
短
命
が
道
長
の
栄
華
を

も
た
ら
し
た
と
明
言
さ
れ
る
。
兄
の
死
と
道
長
の
発
展
に
因
果
関
係
を
認
め
る

と
い
う
趣
旨
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
寿
命
が
運
命
を
分
け
た
と
い
う
解
釈
も
成

り
立
つ
。

　
で
は
、
道
長
の
長
命
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
と
か

か
る
運
に
お
さ
れ
て
、
御
兄
た
ち
は
と
り
も
あ
へ
ず
ほ
ろ
び
た
ま
ひ
し
に
こ
そ

お
は
す
め
れ
」
（
「
道
長
伝
」
三
三
一
頁
）
と
幸
運
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
が
、
『
大
鏡
』
で
は
道
長
の
栄
華
は
宿
命
的
幸
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ

に
依
拠
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
道
長
は
、
ま
ず
完
全
な
「
さ
い
は
ひ
人
」
で
あ

　
ハ
　
　
ロ

っ
て
、
栄
華
と
い
う
「
さ
い
は
ひ
」
を
独
占
す
る
の
で
あ
る
。
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長寿と幸福一福田

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
の
流
行
病
の
た
め
に
道
隆
・
道
兼
の
両
関
白
を
は
じ
め
と

す
る
大
臣
・
公
卿
七
人
が
一
挙
に
世
を
去
り
、
道
長
が
生
き
残
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
は

　
　
そ
れ
も
た
だ
こ
の
入
道
殿
（
道
長
）
の
御
幸
ひ
の
、
上
を
き
は
め
た
ま
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も

　
　
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
。
か
の
殿
ば
ら
、
次
第
の
ま
ま
に
ひ
さ
し
く
保
ち
た

　
　
ま
は
ま
し
か
ば
、
い
と
か
く
し
も
や
は
お
は
し
ま
さ
ま
し
。
（
『
大
鏡
』
「
道

　
　
長
伝
」
二
九
四
・
二
九
五
頁
）

と
、
道
隆
ら
が
普
通
に
天
寿
を
全
う
し
て
い
た
ら
、
道
長
の
栄
華
は
あ
り
得
な

か
っ
た
と
語
り
伝
え
る
の
で
あ
る
。
運
命
を
分
か
つ
の
は
命
の
長
さ
で
、
そ
れ

を
決
す
る
の
が
「
さ
い
は
ひ
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
『
大
鏡
』
の
栄
華
と
長

寿
に
対
す
る
理
解
な
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
の
大
臣
た
ち
や
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
は
、
栄
華
を
確
定
す
る
ま

で
は
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
の

道
長
は
、
三
十
年
間
を
要
し
て
廟
堂
と
後
宮
を
自
身
の
血
統
に
よ
っ
て
完
全
に

埋
め
尽
く
し
て
、
不
動
の
栄
華
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
成

立
時
期
も
ジ
ャ
ン
ル
も
隔
絶
す
る
も
の
で
、
単
純
に
は
対
比
で
き
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
っ
て
、
栄
華
と
長
寿
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
栄
華
に
子
孫
繁
栄
の
要
素
を
認
め
る
と
、
長
寿
と
幸
福
と
の
間
に
新
し
い
関

係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
の
最
期
が
幸
福
と
は
言
え

な
い
一
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
よ
う
に
子
孫
繁
栄
を
幸
福
の
尺
度
に

す
る
と
、
長
寿
が
禍
福
を
決
す
る
最
大
の
要
因
に
な
る
。
万
寿
二
年
を
現
在
と

す
る
『
大
鏡
』
の
道
長
は
十
分
に
長
寿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
『
栄

花
物
語
』
の
道
長
は
幸
福
で
は
な
い
。
子
女
四
人
の
短
命
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ハ
　
マ
レ

　
前
編
で
は
、
有
意
義
な
目
的
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
不
老
長
寿
に
価
値
が
見
い

だ
さ
れ
る
こ
と
、
『
大
鏡
』
の
夏
山
繁
樹
は
主
家
の
繁
栄
の
永
続
を
見
守
り
、

祝
福
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
長
寿
に
満
足
で
き
た
こ
と
を
論
じ
た
。

本
稿
で
は
、
長
寿
こ
そ
が
子
孫
繁
栄
と
い
う
栄
華
を
も
た
ら
す
例
を
述
べ
て
み

た
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
か
ら
子
孫
を
含
む
血
統
に
観
点
を
移
す
と
、
長
寿
の

新
し
い
側
面
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
天
）
十
月
十
六
目
条
。

（
2
）
『
栄
花
物
語
』
は
、
正
編
三
十
巻
と
続
編
十
巻
に
わ
け
ら
れ
、
正
編
は

　
道
長
中
心
の
物
語
で
、
続
編
は
道
長
の
後
継
者
た
ち
を
中
心
に
叙
述
さ
れ

　
て
い
る
。
第
三
十
巻
「
つ
る
の
は
や
し
（
鶴
の
林
）
」
は
正
編
の
最
終
巻
に

　
相
当
す
る
。

（
3
）
松
村
博
司
「
栄
花
物
語
と
往
生
要
集
（
中
）
1
栄
花
物
語
雑
記
（
四
）

　
一
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
第
十
一
輯
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
。
同
著
『
栄

　
花
物
語
の
研
究
』
〈
昭
和
三
十
一
年
、
刀
江
書
院
刊
。
平
成
四
年
復
刻
版
、

　
風
間
書
房
刊
〉
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

（
4
）
中
宮
（
道
長
女
威
子
）
の
夢
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
（
「
つ
る
の
は
や

　
し
」
　
一
七
四
・
一
七
五
頁
）
。

（
5
）
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
山
中
裕
他
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
③
』
（
新

　
編
目
本
古
典
文
学
全
集
3
3
、
平
成
十
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
る
。
『
栄
花

　
物
語
』
は
、
道
長
の
栄
華
を
中
心
と
す
る
正
編
三
十
巻
と
、
道
長
没
後
を

　
叙
す
る
続
編
十
巻
と
か
ら
な
る
。

（
6
）
『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
市
古
貞
次
校
注
・
訳
『
平
家
物
語
①
』
（
新

　
編
目
本
古
典
文
学
全
集
4
5
、
平
成
六
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
る
。

（
7
）
永
積
安
明
「
平
清
盛
－
平
家
物
語
に
お
け
る
」
（
『
日
本
文
学
』
第
六

　
巻
第
九
号
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
。
『
平
家
物
語
』
〈
日
本
文
学
研
究
資

　
料
叢
書
、
昭
和
四
十
四
年
、
有
精
堂
刊
〉
再
録
）
、
鈴
木
則
郎
「
『
平
家

　
物
語
』
に
お
け
る
平
清
盛
の
人
物
像
」
（
『
文
化
』
第
二
十
八
巻
第
三
号
、

　
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
）
な
ど
参
照
。

（
8
）
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房

九
頁
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刊
）
、
松
村
博
司
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）
』
（
昭
和
四
十
七
年
、
角

　
川
書
店
刊
。
　
一
九
九
～
二
〇
一
頁
）
、
同
他
著
『
栄
花
物
語
・
紫
式
部
目

　
記
』
（
昭
和
五
十
一
年
、
角
川
書
店
刊
。
　
一
〇
五
・
一
〇
六
頁
）
な
ど
参

　
照
。

（
9
）
『
公
卿
補
任
』
に
は
、
従
三
位
以
上
の
非
参
議
に
、
平
知
盛
・
清
宗
の

　
名
が
見
え
る
が
、
重
衡
・
維
盛
ら
は
ま
だ
公
卿
で
は
な
い
。
廟
堂
に
平
氏

　
は
多
く
な
い
。

（
1
0
）
服
部
敏
良
著
『
王
朝
貴
族
の
病
状
診
断
』
（
昭
和
五
十
年
、
吉
川
弘
文

　
館
刊
）
な
ど
参
照
。

（
H
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
一
『
栄
花
物
語
』
の
克
服
と
追
認

　
1
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
昭
和
六
十

　
三
年
十
二
月
）
な
ど
参
照
。

（
1
2
）
小
松
茂
人
「
『
平
家
物
語
』
の
構
想
に
つ
い
て
一
『
大
鏡
』
と
の
対
比

　
一
」
（
『
芸
文
』
第
十
五
号
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
。
同
著
『
中
世
軍

　
記
物
の
研
究
続
々
』
〈
平
成
三
年
、
桜
楓
社
刊
〉
に
再
録
）
。
そ
こ
に
は

　
　
「
『
平
家
物
語
』
の
作
者
が
、
『
入
道
前
太
政
大
臣
清
盛
』
の
像
を
『
入

　
道
前
太
政
大
臣
摂
政
関
白
道
長
』
の
像
に
重
ね
合
せ
て
見
る
こ
と
が
全
く

　
な
か
っ
た
と
も
い
え
な
い
。
清
盛
権
勢
に
は
多
分
に
貴
族
的
な
面
も
あ
り
、

　
か
れ
は
藤
原
氏
の
先
例
に
な
ら
っ
て
外
戚
の
権
勢
を
考
え
た
人
物
で
も
あ

　
る
。
作
者
が
清
盛
を
道
長
摂
関
家
の
中
世
版
と
考
え
て
も
不
思
議
が
な
い

　
よ
う
に
思
う
。
『
平
家
』
の
清
盛
の
子
女
の
栄
達
を
の
べ
る
く
だ
り
も
、

　
そ
う
思
っ
て
見
る
と
、
『
大
鏡
』
の
道
長
の
子
女
の
栄
達
に
擬
し
た
も
の

　
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
1
3
）
松
村
博
司
著
前
掲
書
（
8
）
、
増
淵
勝
一
「
大
鏡
の
歴
史
性
一
道
長
の

　
栄
花
の
由
来
と
そ
の
実
体
1
」
（
『
立
正
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀

　
要
』
第
十
四
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
な
ど
参
照
。

（
1
4
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
典
教
材
と
し
て
の
『
大
鏡
』
の
特
異
性
」

　
　
（
島
根
大
学
教
育
学
部
『
教
科
教
育
研
究
論
集
』
第
四
集
、
平
成
二
年
三

一
〇
頁

　
月
）
を
参
照
。
な
お
、
以
下
の
論
旨
は
こ
の
拙
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が

　
あ
る
。

（
1
5
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
1
「
正
統
」
の
確
定
と
顕

　
在
化
1
」
（
『
島
大
国
文
』
第
十
七
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
）
参
照
。

（
1
6
）
『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
『
大
鏡
』

　
　
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
3
4
、
平
成
八
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
る
。

（
η
）
な
お
、
『
平
家
物
語
』
で
も
、
清
盛
女
の
徳
子
が
国
母
（
天
皇
の
母
）

　
と
し
て
院
号
を
受
け
（
建
礼
門
院
）
、
盛
子
が
高
倉
帝
の
母
代
と
し
て
重

　
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（
「
吾
身
栄
花
」
三
二
・
三
三
頁
）
。

（
1
8
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
』

　
第
十
二
・
十
三
合
併
号
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
）
・
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列

　
伝
」
の
考
察
一
冬
嗣
流
藤
原
氏
「
正
系
」
決
定
過
程
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
秋

　
田
短
期
大
学
『
論
叢
』
第
三
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
1
9
）
（
1
8
）
に
同
じ
。

（
2
0
）
（
1
8
）
に
同
じ
。

（
2
1
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
構
想
の
二
重
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
芸
研
究
』
第
一

　
一
六
集
、
昭
和
六
十
二
年
九
月
）
。

（
2
2
）
敦
忠
は
、
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
に
三
十
八
歳
で
没
す
る
。
こ
の
時
点
で
は
、

　
父
時
平
と
兄
保
忠
は
た
し
か
に
比
較
的
早
死
に
し
て
い
る
が
（
三
十
九
歳

　
と
四
十
七
歳
）
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
没
の
仁
善
子
は
未
だ
存
命
だ
っ
た
。
こ

　
の
程
度
で
「
命
み
じ
か
き
族
」
と
ま
で
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
時
平
伝
」

　
に
死
没
記
事
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
幾
分
作
為
的
で
あ
る
。

（
2
3
）
藤
岡
作
太
郎
著
『
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
』
（
明
治
三
十
八
年
、
東

　
京
開
成
館
刊
。
大
正
十
二
年
、
岩
波
書
店
刊
。
昭
和
十
六
年
、
改
造
社
刊
。

　
昭
和
四
十
六
年
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
刊
。
昭
和
五
十
二
年
、
講
談
社
学

　
術
文
庫
）
、
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語
』
（
昭
和
三
十
六
年
初
版
、
昭
和

　
五
十
四
年
改
訂
版
、
塙
書
房
刊
。
初
版
八
九
・
九
〇
頁
、
改
訂
版
九
二
頁
）

　
な
ど
参
照
。
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（
2
4
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
一
栄
華
の
相

　
対
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
三

　
巻
第
二
号
、
平
成
元
年
十
二
月
）
参
照
。

（
2
5
）
（
1
8
）
に
同
じ
。

（
2
6
）
保
坂
弘
司
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
像
の
形
成
」
（
『
学
苑
』
第
四
五

　
六
・
四
五
八
号
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
・
五
十
三
年
二
月
。
同
著
『
大

　
鏡
研
究
序
説
』
〈
昭
和
五
十
四
年
、
講
談
社
刊
〉
に
再
録
）
参
照
。

（
2
7
）
拙
稿
「
不
老
長
寿
の
意
義
と
物
語
の
世
界
一
竹
取
の
翁
と
夏
山
繁
樹
一
」

　
　
（
『
福
祉
文
化
』
創
刊
号
、
平
成
十
三
年
三
月
）
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