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論
文
要
旨

　
『
平
家
物
語
』
は
天
台
座
主
明
雲
の
配
流
を
物
語
る
に
あ
た
っ
て
、
唐
の
一

行
阿
闍
梨
の
故
事
を
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
一
行
説
話
が
、
明
雲
流
罪
の
悲

劇
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
喩
・
諷
喩
）
で
あ
り
、「
一
行
阿

闍
梨
」
が
明
雲
の
隠
喩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
明
の
こ
と
と
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
延
慶
本
を
読
む
と
、
一
行
説
話
の
登
場
人
物
の
構
図
と

明
雲
流
罪
事
件
の
構
図
と
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
ず
れ
が
あ
り
、
も
と
の
出
来

事
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
の
相
似
形
が
意
図
的
に
崩
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
一
行
説
話
に
は
、「
三
摩
耶
戒
」
や
「
九
曜
ノ
曼
荼
羅
」
な
ど
、
寺
門

や
真
言
を
連
想
さ
せ
る
記
号
が
登
場
し
、「
一
行
阿
闍
梨
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
延

暦
寺
僧
の
明
雲
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
延
慶
本
に
は
、
山
門
の
創
り
出
し
た
西
光
を
元
凶
と
す
る
明
雲
流
罪
事
件

像
を
相
対
化
す
る
余
地
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

楊
貴
妃
・
安
禄
山
・
戒
壇
・
清
滝
権
現
・
当
年
星
供
】

は
じ
め
に

　
『
平
家
物
語
』
は
天
台
座
主
明
雲
の
伊
豆
配
流
を
物
語
る
に
あ
た
っ
て
、
無

実
の
罪
で
流
罪
と
な
っ
た
唐
の
一
行
阿
闍
梨
の
故
事
を
引
き
合
い
に
出
す
。
こ

の
故
事
説
話
（
以
下
、
一
行
説
話
）
は
、
す
べ
て
の
諸
本
に
み
え
る
も
の
で
、
原

態
の
段
階
で
『
平
家
物
語
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い

な
い
。
一
行
説
話
は
、
西
欧
修
辞
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
喩
・

諷
喩
）
に
相
当
す
る
が
、
現
実
の
事
象
を
語
る
う
え
で
、
そ
の
位
置
づ
け
を
鮮

明
に
す
る
た
め
に
故
事
説
話
と
結
び
つ
け
る
の
は
、『
平
家
物
語
』
得
意
の
手

法
の
ひ
と
つ
で
あ
る）

1
（

。
一
行
説
話
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
諸
本
間
の
異
同
を

整
理
し
、
考
証
を
加
え
た
水
原
一
氏
の
論
文）

2
（

が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
も
一
行
説
話
に
言
及
す
る
論
考
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
故
事

説
話
の
意
味
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
正
面
か
ら
考
察
し
た
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
配
流
さ
れ
た
明
雲

「
一
行
阿
闍
梨
」
は
明
雲
の
隠
喩
か

│
│ 

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
を
読
み
な
お
す 

│
│

松　
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二
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の
悲
劇
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
自
明
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

た
し
か
に
、
明
雲
流
罪
の
顛
末
を
語
っ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
話
の
流
れ
か
ら

す
る
と
、
一
行
阿
闍
梨
は
い
か
に
も
明
雲
の
隠
喩
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま

た
、『
平
家
物
語
』
が
山
門
に
同
情
的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
た
と
す
る
従
来
の

見
方
か
ら
す
れ
ば
、
一
行
説
話
が
山
門
の
利
益
に
資
す
る
よ
う
に
明
雲
流
罪
の

非
を
訴
え
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
前
稿
で
論
じ
た
よ
う

に
）
3
（

、
古
態
に
近
い
と
さ
れ
る
延
慶
本
の
山
門
描
写
で
は
、
天
台
仏
法
に
対
す
る

最
大
限
の
敬
意
が
表
さ
れ
る
一
方
、
目
に
余
る
横
暴
を
く
り
返
す
大
衆
に
つ
い

て
は
と
き
に
批
判
的
な
記
述
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
大
衆
へ
の

批
判
は
、
直
接
的
な
評
語
で
あ
か
ら
さ
ま
に
書
き
た
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

客
観
的
に
大
衆
の
行
動
を
描
き
な
が
ら
、
は
し
ば
し
に
そ
の
行
動
を
相
対
化
す

る
か
の
よ
う
な
皮
肉
や
茶
化
し
を
さ
し
挟
み
、
そ
の
う
え
で
評
価
を
読
者
に
委

ね
る
と
い
う
方
法
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
で
筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
延
慶

本
の
手
の
込
ん
だ
山
門
大
衆
批
判
は
、
当
時
絶
大
な
支
配
力
を
有
し
て
い
た
山

門
の
圧
力
を
回
避
す
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
と
推
論
し
た
。
も

し
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
が
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
行
説
話
に
お
い
て

も
、
延
慶
本
が
表
面
的
に
は
山
門
の
意
向
に
迎
合
し
な
が
ら
、
う
ら
は
ら
に
山

門
の
創
り
出
し
た
事
件
像
を
相
対
化
し
て
い
る
可
能
性
を
探
る
の
も
無
益
で
は

あ
る
ま
い
。

　

そ
も
そ
も
村
上
源
氏
の
血
筋
を
引
く
明
雲
と
い
う
天
台
僧
は
、
当
時
か
ら
毀

誉
褒
貶
の
激
し
い
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
青
蓮
院
門
跡
の
慈
円
は
、
梨

本
門
跡
出
身
の
明
雲
を
「
ス
ベ
テ
積
悪
ヲ
ヽ
カ
ル
人
ナ
リ
」（『
愚
管
抄
』
巻
五
）

と
痛
罵
し
、
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
の
赤
袴
騒
動
で
前
座
主
快
修
を
排
斥
し
、

寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
の
法
住
寺
合
戦
で
武
士
の
よ
う
な
最
期
を
遂
げ
た
明

雲
に
対
し
て
反
感
を
抱
く
者
が
多
か
っ
た
（「
フ
カ
ク
カ
タ
ブ
ク
人
多
カ
リ
ケ
リ
」）

と
証
言
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
明
雲
の
高
僧
ら
し
か
ら
ぬ
武
闘
的
な
側
面

は
、
明
雲
が
み
ず
か
ら
人
相
見
に
「
兵
仗
の
難
や
あ
る
」
と
尋
ね
た
と
い
う
『
徒

然
草
』（
百
四
十
六
段
）
の
挿
話
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
語
り
草
と
し
て
後
世
に

伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
か
と
思
え
ば
、
明
雲
は
、『
今
鏡
』
で

は
「
世
の
末
に
は
斯
様
な
る
天
台
座
主
お
は
し
難
く
承
れ
」（「
村
上
の
源
氏
」）

と
激
賞
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
り）

4
（

、
こ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
ら
に
は
、
明

雲
流
罪
事
件
に
抱
く
印
象
も
ひ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
は
ず
な
の

で
あ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
、
明
雲
を
英
雄
視
す
る
山
門
側
の
見
方
に
反
発
し
、

座
主
流
罪
を
当
然
の
処
罰
と
し
て
歓
迎
す
る
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
に
は
、
山
門
の
主
張
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
明

雲
流
罪
を
描
く
『
平
家
物
語
』
の
表
向
き
の
記
述
は
、
大
い
に
不
満
に
感
じ
ら

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
抱
く
者
の
目
に
も
一
行

阿
闍
梨
は
明
雲
の
隠
喩
に
み
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
問

題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
一
行
説
話
の
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
探
っ
て
ゆ

き
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
延
慶
本
の
一
行
説
話
を
、
基
本
的
に
、『
平
家
物
語
』
が

明
雲
流
罪
事
件
を
叙
述
す
る
う
え
で
創
り
出
し
た
ニ
セ
の
故
事
説
話
で
あ
る
と

仮
定
し
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
一
行
阿
闍
梨
は
唐
の
実
在
の
高
僧
で
あ
り
、
そ
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の
事
績
は
『
旧
唐
書
』
方
伎
伝
・『
宋
高
僧
伝
』
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

が
）
5
（

、
そ
れ
ら
に
は
延
慶
本
に
あ
る
よ
う
な
楊
貴
妃
と
の
関
係
や
火
羅
国
へ
の
流

罪
な
ど
を
伝
え
る
記
事
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
行
が
亡
く
な
っ
た
と
き
楊
貴
妃

は
ま
だ
九
歳
で
あ
り
、
ふ
た
り
に
接
点
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
一
行
説

話
は
日
本
で
独
自
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
平

家
物
語
』
が
一
か
ら
創
作
し
た
と
も
考
え
難
く
、
何
ら
か
の
文
献
を
参
考
に
し

な
が
ら
延
慶
本
の
よ
う
な
か
た
ち
へ
書
き
換
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
行

阿
闍
梨
が
火
羅
国
に
流
さ
れ
た
と
い
う
言
説
は
、
牧
野
和
夫
氏
の
紹
介
す
る
文

治
四
年
（
一
〇
八
八
）
書
写
の
高
山
寺
蔵
『
宿
曜
占
文
抄）

6
（

』
や
『
宝
物
集
』
に

み
え
る
の
が
早
い
例
で）

7
（

、『
平
家
物
語
』
の
成
立
に
や
や
先
行
し
て
生
ま
れ
て

い
た）

8
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
延
慶
本
な
ど
と
比
較
す
る
と
あ
ま
り
に
簡

潔
で
、
一
行
説
話
の
典
拠
と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
不
十
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
延
慶
本
の
一
行
説
話
の
独
自
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
平
家
物

語
』
の
作
意
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。

一　

一
行
説
話
の
構
図

　
「
時
ノ
横
災
ハ
権
化
ノ
人
モ
遁
レ
ザ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ）

9
（

」
の
一
文
で
始
ま
る
一
行

説
話
は
、
一
般
に
「
高
僧
の
流
罪
」
を
主
題
と
し
た
説
話
と
み
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
説
話
の
な
か
で
「
高
僧
の
流
罪
」
は
重
要
な
要
素
で
あ
り
、

と
く
に
簡
略
化
の
著
し
い
語
り
本
系
は
そ
こ
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
だ
が
、
延
慶
本
・
長
門
本
・『
源
平
盛
衰
記
』
の
三
諸
本
の
一
行
説
話
は

長
大
で
、
多
様
な
要
素
を
含
み
込
み
、
主
題
が
拡
散
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
以
下
、
構
成
を
区
分
し
な
が
ら
、
延
慶
本
の
一
行
説
話
の
概
要
を
示
そ
う
。

⑴　

楊
貴
妃
へ
の
授
戒

　

仙
女
で
あ
る
楊
貴
妃
は
蓬
莱
宮
に
帰
る
と
き
が
近
づ
い
た
た
め
、
親
類

の
楊
国
忠
の
す
す
め
を
受
け
て
一
行
か
ら
菩
薩
浄
戒
を
授
か
っ
た
。

⑵　

安
禄
山
の
讒
奏

　

楊
国
忠
を
失
脚
さ
せ
て
政
治
の
実
権
を
握
ろ
う
と
画
策
す
る
安
禄
山

は
、
玄
宗
に
寵
妃
楊
貴
妃
が
楊
国
忠
と
示
し
合
わ
せ
て
一
行
と
密
通
し
て

い
る
と
讒
奏
し
た
。

⑶　

楊
貴
妃
の
ニ
セ
絵

　

安
禄
山
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
玄
宗
は
真
否
を
た
し
か
め
る
た
め
に
ニ

セ
絵
の
名
人
で
も
あ
る
一
行
に
楊
貴
妃
の
絵
を
描
く
よ
う
命
じ
た
。
一
行

が
誤
っ
て
楊
貴
妃
の
絵
の
臍
の
あ
た
り
に
墨
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
偶

然
、
実
際
の
ほ
く
ろ
の
位
置
と
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
を
み
た
玄
宗
は
安

禄
山
の
讒
奏
を
信
用
し
、
一
行
を
火
羅
国
へ
配
流
し
た
。

⑷　

九
曜
曼
荼
羅
の
縁
起

　

無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
一
行
を
憐
れ
ん
で
、「
天
道
」
は
九
曜
の
形

に
現
じ
て
配
所
へ
向
か
う
一
行
を
守
護
し
た
。
そ
れ
に
随
喜
し
た
一
行
が

描
い
た
の
が
今
に
伝
わ
る
「
九
曜
ノ
曼
荼
羅
」
で
あ
る
。

　

以
上
の
内
容
に
一
行
の
法
脈
と
「
斬
人q

ヲ
刃
ハ
自
口q

出
デ
、
斬
ル
之q

ヲ
。
殺
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ス
人q

ヲ
種
ハ
自
身q

出
デ
、
蒔
フ
之q

ヲ
」
と

い
う
格
言
を
添
え
て
故
事
説
話
は
終
わ

る
。
こ
の
よ
う
に
延
慶
本
の
関
心
は
必
ず

し
も
「
高
僧
の
流
罪
」
そ
の
も
の
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
要
因
と

な
っ
た
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
と
安
禄
山
の
確

執
や
、
九
曜
曼
荼
羅
の
縁
起
を
語
る
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
、
広
範
に
流
布
し
た
語
り
本
系
は
九
曜

曼
荼
羅
縁
起
譚
を
中
心
に
一
行
と
楊
貴
妃

の
密
通
の
嫌
疑
を
記
す
程
度
で
具
体
性
に

乏
し
い
。

　

ま
ず
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
一
行
・

玄
宗
・
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
・
安
禄
山
の
五

者
が
織
り
な
す
一
行
説
話
の
全
体
的
な
構

図
で
あ
ろ
う
。本
来
、ア
レ
ゴ
リ
ー
は
「
一

連
の
こ
と
が
ら
の
系
列
を
、
別
の
一
連
の

こ
と
が
ら
の
系
列
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ

と
」「
ふ
た
つ
の
も
の
が
た
り
の
平
行
」

を
そ
の
本
質
と
す
る）
10
（

。
つ
ま
り
、
も
と
と
な
る
出
来
事
と
相
似
形
を
な
す
の
が

ア
レ
ゴ
リ
ー
の
原
則
な
の
で
あ
る
。

　

一
行
説
話
を
読
む
と
き
、
ふ
つ
う
読
者
は
、
一
行
・
玄
宗
・
安
禄
山
の
三
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
雲
・
後
白
河
院
・
西
光
の
隠
喩
で
あ
る
と
理
解
し
た
く
な
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
延
慶
本
を
読
む
と
、
そ
の
よ
う
な
読
者
の
期
待
に
逆
ら
う

か
の
よ
う
に
、
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
と
い
う
明
雲
流
罪
事
件
と
は
無
関
係
と
も
思

え
る
人
物
が
介
在
し
、
構
図
が
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
読
者
は
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
が
い
っ
た
い
だ
れ
の
隠
喩
な
の
か
と
い

う
余
計
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
構
図
を
と
る
こ
と
で
、
一
行
説
話
に
は
、
も

と
と
な
る
明
雲
流
罪
事
件
と
の
相
似
形
が
崩
れ
て
し
ま
う
と
い
う
致
命
的
な
欠

陥
ま
で
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
延
慶
本
の
記
述
で
は
、
西
光
は
加
賀
国
の

明
雲
の
坊
領
を
め
ぐ
る
争
い
を
遺
恨
と
し
て
讒
奏
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
お

り
（
第
一
末
一
）、
あ
く
ま
で
西
光
の
讒
奏
の
ね
ら
い
は
明
雲
を
失
脚
さ
せ
る
こ

と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
行
説
話
で
は
、
安
禄
山
の
怨
恨
は
政

敵
の
楊
国
忠
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
一
行
は
安
禄
山
に
陥
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
単
に
政
争
の
巻
き
添
え
を
喰
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ず

れ
に
よ
っ
て
、
読
者
は
容
易
に
は
西
光
と
安
禄
山
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
も
と
と
な
る
出
来
事
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
の
ず
れ
に
気
づ
い
た
と

き
、
読
者
に
は
次
の
ふ
た
つ
の
方
法
の
ど
ち
ら
か
で
ず
れ
を
解
消
さ
せ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
も
と
の
出
来
事
に
合
わ
せ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー

を
再
構
成
す
る
か
、
反
対
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
も
と
づ
い
て
も
と
の
出
来
事
を
解

釈
し
な
お
す
か
の
ど
ち
ら
か
の
方
策
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら

ば
、
後
世
の
語
り
本
系
な
ど
の
一
行
説
話
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
を
改
変
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す
る
と
い
う
前
者
の
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
ず
れ
の
解
消
を
図
っ
て
い
る
と
も

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
か
ら
も
と
の
出
来
事
の
別
の
解
釈
を
探
る
と
い
う
後
者

の
方
法
を
適
用
す
る
と
、
一
行
説
話
は
ど
の
よ
う
な
現
実
を
映
し
出
す
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
一
行
・
玄
宗
・
安
禄
山
の
三
者
か
ら
で
は
な

く
、
一
見
す
る
と
不
可
解
な
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
の
隠
喩
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
か

ら
一
行
説
話
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
楊
貴
妃
ほ
ど
古
代
中
世
の
日
本

文
学
に
お
い
て
、
隠
喩
的
な
想
像
力
を
駆
り
立
て
る
偶
像
と
し
て
扱
わ
れ
た
人

物
は
珍
し
い
。
ま
た
、
院
政
期
に
は
、
院
や
天
皇
の
寵
妃
と
の
関
係
を
足
が
か

り
と
し
、
楊
国
忠
の
よ
う
な
人
物
が
階
級
秩
序
を
無
視
し
て
重
用
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
実
際
に
出
現
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
も
し
『
平
家
物
語
』
に
登
場
す
る
人

物
の
な
か
で
、
楊
貴
妃
・
楊
国
忠
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
人
物
が
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
建
春
門
院
滋
子
と
平
時
忠
を
措
い
て
他
に
な
い）
11
（

。
後
白
河
院
の
寵
愛
を

受
け
た
建
春
門
院
は
そ
の
美
貌
も
相
ま
っ
て
楊
貴
妃
を
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ

る
が）
12
（

、
建
春
門
院
の
異
母
兄
と
し
て
政
界
で
重
き
を
な
し
た
時
忠
も
、
ま
さ
し

く
楊
国
忠
に
比
さ
れ
る
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
。
実
際
、
延
慶
本
は
、
時
忠

の
栄
達
を
「
故
建
春
門
院
ノ
御

ニ
テ
オ
ワ
セ
シ
カ
バ
、
高
倉
ノ
上
皇
ニ
ハ
御

外
戚
也
。
昔
陽
貴
妃
ガ
幸
シ
時
、
陽
国
忠
ガ
栄
ガ
如
シ
」（
第
六
末
六
）
と
楊
国

忠
に
譬
え
て
説
明
し
て
お
り
、
ま
た
、
権
勢
を
振
る
う
時
忠
に
対
し
て
反
感
を

抱
く
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
（
第
一
本
十
四
）。
つ
ま
り
、

一
行
説
話
は
、
実
は
建
春
門
院
周
辺
の
政
治
状
況
と
も
相
似
形
を
な
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
一
行
説
話
と
明
雲
流
罪
事
件
と
の
ず
れ
に
気
づ
い
た
読
者
に
は
、

楊
貴
妃
・
楊
国
忠
に
建
春
門
院
と
時
忠
を
重
ね
て
読
む
と
い
う
新
た
な
解
釈
の

道
が
拓
け
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の

は
安
禄
山
に
あ
た
る
人
物
の
推
定
で
あ
ろ
う
。
通
常
そ
こ
に
は
西
光
が
相
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
当
時
の
政
治
状
況
に
照
ら
す
と
、
西
光
は
時
忠
の

腹
心
と
も
呼
べ
る
関
係
に
あ
り
、
到
底
、
安
禄
山
と
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な

立
場
に
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
二
条
崩
御
後
の
政
治
状
況
下
で
、
法
住
寺
殿
を

拠
点
と
す
る
時
忠
や
宗
盛
な
ど
の
建
春
門
院
に
近
い
勢
力
は
、
八
条
院
に
近
い

平
頼
盛
や
藤
原
成
親
な
ど
の
勢
力
と
鋭
く
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
法
住
寺

殿
の
運
営
に
深
く
関
与
し
て
い
た
西
光
は
建
春
門
院
派
に
与
し
て
い
た）
13
（

。
と
す

る
と
、
楊
国
忠
と
敵
対
す
る
安
禄
山
が
代
理
す
る
の
は
、
当
然
、
建
春
門
院
派

の
西
光
で
は
な
く
、
頼
盛
・
成
親
な
ど
の
八
条
院
派
の
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
一
行
を
明
雲
の
隠
喩
と
す
る
従
来
の
読
み

方
に
も
根
本
的
な
再
考
が
必
要
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
推
論
は
、
正
体
の
定
か
で
は
な
い
隠
喩
と
い
う
技
法
の
特
質

上
、
決
し
て
ひ
と
つ
の
正
解
に
辿
り
つ
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
一
行
説
話
が
意
図
的
に
明
雲
流
罪
事

件
と
の
相
似
形
を
崩
し
、
あ
え
て
建
春
門
院
周
辺
と
の
相
似
形
を
ア
レ
ゴ
リ
ー

の
構
図
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
は
、
読
者
の
期
待

を
裏
切
る
よ
う
な
謎
め
い
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
語
る
こ
と
で
、
一
方
的
に
明
雲
を

被
害
者
と
見
做
す
山
門
が
創
出
し
た
事
件
像
を
相
対
化
し
、
別
の
視
点
か
ら
明
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雲
流
罪
事
件
の
意
味
を
捉
え
な
お
す
契
機
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
の
で
あ
る
。

二　

三
昧
耶
戒

　

一
行
説
話
の
前
半
部
は
、
楊
貴
妃
の
受
戒
を
中
心
に
展
開
す
る
。
次
の
引
用

は
楊
国
忠
が
受
戒
を
す
す
め
て
楊
貴
妃
が
一
行
か
ら
戒
を
授
か
る
ま
で
の
記
述

で
あ
る
。

「
南
浮
不
定
之
棲
、
奉
リ
憑
ミ
諸
尊
ノ
妙
体q

ヲ
、
息
災
延
寿
之
基
ヰ
、
無
シ

如
ハ
菩
薩
浄
戒q

ニ
。
彼
一
行
者
、
戒
珠
ヲ
瑩
テ
光
ヲ
増
シ
、
尸
羅
ヲ
織
テ

色
鮮
ナ
リ
。
彼
ヲ
召
請
ジ
テ
三
摩
耶
戒
ヲ
受
サ
セ
給
ベ
シ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、

一
行
ヲ
召
テ
道
場
ヲ
飾
ル
。
所
捧q

者
、
山
野
四
季
之
花
、
備
テ
仏
前q

ニ

色
鮮
ナ
リ
。所
供q

者
、草
木
百
菓
之
香
、薫
テ
道
場q

ニ
匂
芳
シ
。
然
ド
モ
、

帝
ノ
御
ユ
ル
サ
レ
ナ
カ
ラ
ム
ニ
ハ
輙
ク
戒
ヲ
難
授
奉q

旨
ヲ
申
サ
ル
。
其

時
貴
妃
ノ
宣
ク
、「
和
尚
ハ
菩
薩
ノ
行
ヲ
立
テ
、
一
切
衆
生
ヲ
導
給
ナ
ル

ニ
、
何
ゾ
我
身
一
人
ニ
限
テ
、
戒
ヲ
授
ケ
給
ザ
ル
ベ
キ
ヤ
」
ト
恨
給
ケ
レ

バ
、
サ
ラ
バ
ト
テ
、
七
日
七
夜
、
菩
薩
浄
戒
ヲ
授
奉
ラ
ル
。

 

（
第
一
末
六
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」）

　

一
行
を
招
い
て
「
道
場
」
を
き
ら
び
や
か
に
飾
り
受
戒
の
準
備
を
す
す
め
る

も
、
一
行
は
玄
宗
の
許
し
を
得
て
か
ら
と
辞
退
す
る
。
し
か
し
、
執
拗
に
嘆
願

す
る
楊
貴
妃
に
根
負
け
し
て
一
行
は
楊
貴
妃
に
「
菩
薩
浄
戒
」
を
授
け
た
の

だ
っ
た
。

　

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
楊
国
忠
の
せ
り
ふ
に
「
菩
薩
浄
戒
」
と
「
三
摩
耶
戒
」

（
三
昧
耶
戒
）
と
い
う
ふ
た
つ
の
戒
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
平

家
物
語
』
諸
本
の
な
か
で
こ
こ
に
三
昧
耶
戒
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
延
慶
本

だ
け
で
あ
る
が
、
な
ぜ
延
慶
本
は
わ
ざ
わ
ざ
「
菩
薩
浄
戒
」
を
一
度
だ
け
「
三

摩
耶
戒
」
と
い
い
換
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
「
菩
薩
浄
戒
」
と
い
う
呼
び
名
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
用
語
で
は

な
く
、
各
種
仏
教
辞
典
で
こ
れ
を
立
項
す
る
の
は
、『
佛
教
大
辭
典
』（
大
倉
書

店
）、『
佛
教
語
大
辞
典
』『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』（
以
上
、
東
京
書
籍
）、『
日
本

佛
教
語
辞
典
』（
平
凡
社
）
の
四
つ
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
辞
典
で
は
い
ず
れ

も
「
菩
薩
浄
戒
」
は
菩
薩
戒
（
三
聚
浄
戒
）
の
同
義
語
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
）
14
（

。

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
戒
壇
に
は
、
初
期
仏
教
の
戒
律
思

想
を
継
承
し
て
具
足
戒
を
授
け
る
東
大
寺
な
ど
の
南
都
系
戒
壇
と
、
最
澄
の
教

え
に
よ
っ
て
大
乗
の
立
場
か
ら
菩
薩
戒
を
授
け
る
延
暦
寺
戒
壇
の
二
種
類
が
あ

り
、
仏
教
徒
が
僧
（
比
丘
・
比
丘
尼
）
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の

ど
ち
ら
か
で
受
戒
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
か
ん
づ
く
延
暦
寺
戒
壇
で
授
け
ら

れ
る
菩
薩
戒
は
、「
円
頓
戒
」「
天
台
戒
」
あ
る
い
は
最
澄
が
『
梵
網
経
』
に
依

拠
し
た
こ
と
か
ら
「
梵
網
戒
」
と
呼
ば
れ
、
歴
代
座
主
が
そ
の
戒
師
を
務
め
る

の
が
な
ら
い
だ
っ
た
。
延
慶
本
で
明
雲
が
「
円
頓
受
戒
ノ
和
尚
」（
第
一
末
三
）

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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一
方
の
三
昧
耶
戒
は
、
真
言
密
教
で
修
行
者
が
師
か
ら
阿
闍
梨
位
を
継
承
す

る
た
め
に
行
わ
れ
る
伝
法
灌
頂
の
際
に
授
け
ら
れ
る
密
教
戒
の
こ
と
で
あ
る）
15
（

。

だ
が
、
空
海
以
来
重
視
さ
れ
て
き
た
三
昧
耶
戒
は
、
平
安
後
期
以
降
、
単
な
る

真
言
の
戒
律
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
分
に
政
治
的
な
意
味
合
い
を
帯

び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
園
城
寺
の
戒
壇
設
立
問

題
で
あ
る
。

　

園
城
寺
戒
壇
に
つ
い
て
は
石
田
瑞
麿
氏
な
ど
に
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
が）
16
（

、
以
下
に
そ
の
梗
概
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
は
じ
め
て
園
城
寺
戒
壇
の
話

が
持
ち
あ
が
っ
た
の
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
の
こ
と
で
、
関
白
頼
通
の
帰

依
を
受
け
た
園
城
寺
の
明
尊
が
後
朱
雀
に
戒
壇
設
立
の
勅
許
を
請
う
た
の
を
端

緒
と
す
る
。
園
城
寺
に
独
自
の
戒
壇
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
山
門
と
寺
門
が

対
立
を
深
め
る
な
か
で
座
主
職
を
輩
出
す
る
山
門
派
が
、
寺
門
派
の
受
戒
を
妨

害
し
、
多
く
の
園
城
寺
の
衆
徒
が
僧
に
な
れ
な
い
事
態
が
発
生
し
て
い
た
た
め

で
あ
る
。『
寺
門
伝
記
補
録
』
巻
十
八
に
よ
る
と）
17
（

、
明
尊
は
、
円
珍
が
延
暦
寺

戒
壇
の
初
代
戒
師
の
義
真
か
ら
受
戒
し
て
い
る
の
に
対
し
て
円
仁
が
東
大
寺
で

し
か
受
戒
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、「
天
台
菩
薩
大
戒
」
を
正
統

に
継
承
す
る
園
城
寺
に
ふ
た
つ
め
の
大
乗
戒
壇
を
設
立
す
る
許
可
を
朝
廷
に
求

め
、
諸
宗
も
明
尊
の
案
に
賛
成
の
意
向
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
延
暦
寺
の

強
い
反
対
の
た
め
に
明
尊
の
案
は
却
下
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ

ん
な
な
か
両
派
の
対
立
が
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
す
現
状
を
憂
慮
し
た
朝
廷

は
、「
真
言
三
昧
耶
戒
壇
官
符
」
を
園
城
寺
に
下
賜
す
る
と
い
う
措
置
を
と
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
園
城
寺
戒
壇
で
三
昧

耶
戒
と
い
う
真
言
の
戒
律
が
授
け
ら
れ
る
計
画
が
生
ま
れ
た
の
は
、「
天
台
菩

薩
大
戒
」
を
独
占
し
た
い
延
暦
寺
の
要
求
に
譲
歩
し
た
妥
協
の
結
果
だ
っ
た
の

で
あ
る）
18
（

。

　

し
か
し
、
朝
廷
は
な
か
な
か
三
昧
耶
戒
壇
の
設
立
を
実
行
に
移
そ
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
し
び
れ
を
き
ら
し
た
寺
門
派
は
延
久
年
間
に
後
三
条
に
訴
え
出
た

が
）
19
（

、
朝
廷
は
先
代
の
「
聖
断
如p

忘
」
で
三
昧
耶
戒
壇
の
設
立
を
認
め
よ
う
と

せ
ず
、
園
城
寺
は
朝
廷
と
山
門
に
激
し
い
憎
悪
を
向
け
た
（『
寺
門
伝
記
補
録
』

巻
二
）。
戒
壇
設
立
の
悲
願
を
聞
き
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
園
城
寺
の
頼
豪
が
、

死
後
怨
霊
と
な
っ
て
敦
文
親
王
（
白
河
天
皇
第
一
皇
子
）
を
呪
い
殺
し
、
鼠
に
変

じ
て
延
暦
寺
の
経
典
を
喰
い
破
っ
た
と
い
う
「
鉄
鼠
」
伝
説
は
こ
の
と
き
の
も

の
で
あ
る）
20
（

。
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
か
、
よ
う
や
く
朝
廷
も
戒
壇
の
設
立

を
認
め
、
園
城
寺
は
宿
願
叶
っ
て
独
自
の
戒
壇
で
の
受
戒
を
行
え
る
よ
う
に
な

る
が）
21
（

、
そ
れ
も
束
の
間
、
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
六
月
九
日
、
山
門
は
園
城

寺
を
焼
き
討
ち
し
、
戒
壇
が
焼
失
す
る
事
件
が
発
生
す
る
。
こ
の
事
件
以
降
、

寺
門
派
の
衆
徒
は
、
大
乗
戒
壇
で
の
受
戒
を
一
旦
諦
め
、
僧
籍
を
得
る
た
め
に

や
む
な
く
東
大
寺
で
具
足
戒
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）
22
（

。

　

そ
の
後
の
山
門
と
寺
門
と
の
長
年
の
抗
争
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
ま
で
も
な

い
が
、
戒
壇
問
題
は
天
台
座
主
人
事
を
め
ぐ
る
確
執
と
も
絡
ん
で
常
に
両
派
の

衝
突
の
火
種
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
二
月
に
は
、
後
白

河
院
が
園
城
寺
の
覚
讃
か
ら
灌
頂
を
受
け
る
意
向
を
示
し
た
の
に
反
応
し
、
戒

壇
の
勅
許
が
下
り
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
猜
疑
に
駆
ら
れ
た
山
門
派
が
、
園

城
寺
に
攻
め
入
る
と
触
れ
て
強
硬
な
構
え
を
み
せ
て
い
た）
23
（

。
ま
た
、
戒
壇
問
題



人文 15 号（2016）

（46） 195

は
鎌
倉
中
期
に
な
っ
て
再
燃
し
、
正
元
二
年
（
一
二
六
〇
）
一
月
四
日
に
は
一

旦
は
三
昧
耶
戒
壇
の
独
立
を
認
め
る
宣
旨）
24
（

が
下
っ
た
も
の
の
、
山
門
の
訴
え
に

よ
り
す
ぐ
さ
ま
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
園
城
寺
は
文
保
三
年

（
一
三
一
九
）
に
至
る
ま
で
三
度
に
渡
っ
て
三
昧
耶
戒
の
受
戒
を
強
行
し
た
が
、

山
門
や
朝
廷
の
介
入
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
戒
壇
が
破
却
さ
れ
る
結
果
に
終
わ
っ

た
）
25
（

。「
天
暦
年
中
よ
り
、
去
ん
ぬ
る
文
保
元
年
に
至
る
ま
で
、
こ
の
戒
壇
ゆ
ゑ

に
園
城
寺
の
焼
か
る
る
事
、
す
で
に
七
度
」
と
い
う
『
太
平
記
』
の
記
述
も
あ

な
が
ち
誇
張
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
（
巻
十
五
「
三
井
寺
戒
壇
の
事
」）。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
社

会
で
は
、
三
昧
耶
戒
は
、
単
な
る
密
教
戒
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
園
城
寺
戒

壇
で
授
け
ら
れ
る
戒
律
と
し
て
ひ
と
び
と
に
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

だ
。
本
来
、
三
昧
耶
戒
は
、
菩
薩
戒
と
は
や
や
性
質
の
異
な
る
真
言
の
戒
律
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
延
暦
寺
の
円
頓
戒
に
対
置
さ
れ
る

寺
門
派
の
菩
薩
戒
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
延
慶
本
が
一
行
が
楊
貴
妃
に
授
け
た
「
菩
薩
浄
戒
」

を
、
一
度
だ
け
「
三
摩
耶
戒
」
と
い
い
換
え
た
理
由
も
推
察
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
一
行
説
話
は
一
行
が
授
け
る
菩
薩
戒
が
、
山
門
の
円
頓
戒
で
は
な
い

0

0

0

0

こ
と

を
こ
と
さ
ら
に
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
当

然
、
三
昧
耶
戒
を
授
け
る
一
行
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
円
頓
受
戒
ノ
和
尚
」
で
あ
る

明
雲
か
ら
遠
ざ
か
り
、
一
行
が
、
延
暦
寺
僧
で
は
な
く
、
園
城
寺
僧
か
真
言
僧

の
隠
喩
で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る）
26
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
具
足
戒
や
菩
薩
戒
と
は
性
質
の
異
な
る
三
昧
耶
戒
を
授
け
る
こ

と
で
衆
徒
に
僧
籍
を
与
え
よ
う
と
い
う
園
城
寺
戒
壇
の
構
想
に
は
当
時
も
延
暦

寺
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
四
月
の
「
園
城
寺

解
案）
27
（

」
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
園
城
寺
の
反
論
を
記
し
た
長
文
の
文

書
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
こ
に
み
え
る
園
城
寺
の
反
論
に
は

一
行
の
著
作
を
援
用
し
た
箇
所
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。

Ａ
加
之
一
行
和
上
釈
云
、
然
此
三
世
無
碍
智
戒
、
凡
結
縁
者
皆
令
予
聞
其
四

種
根
本
三
昧
耶
一
偈
、
当
耳
語
之
、
具
支
灌
頂
者
、
乃
応
聞
耳
、
已
上

文
、
既

云
三
世
碍
智
戒
、
令
聞
結
縁
者
、
四
種
根
本
等
戒
令
聞
、
具
支
灌
頂
者
断

知
、
随
受
者
之
上
下
、
授
浅
深
之
戒
法
也
、
三
摩
耶
戒
但
不
可
限
遂
灌
頂

之
僧
哉
、

Ｂ
占
察
経
中
、（
略
）
惣
受
菩
薩
三
聚
浄
戒
、
即
名
比
丘
・
比
丘
尼
之
文
、

（
略
）
爰
知
、
依
菩
薩
戒
得
大
僧
名
、
惣
受
三
聚
浄
戒
故
也
、
而
一
行
釈
中
、

授
三
摩
耶
戒
之
時
、
既
有
惣
受
三
聚
浄
戒
之
文
、
山
僧
披
之
、
須
懺
謗
大

乗
三
摩
耶
戒
律
一
闡
提
罪
也
、
彼
法
相
疑
菩
薩
戒
僧
、
与
今
山
僧
疑
三
摩

耶
戒
僧
、
其
義
同
等
、
而
無
有
異
、
加
之
、
同
釈
云
、
出
家
者
受
真
言
門

戒
持
衣
鉢
具
、
名
為
真
言
菩
薩
比
丘
・
比
丘
尼
也
、
已
上

文
、
菩
薩
三
摩
耶
之

二
戒
、
同
得
僧
名
之
条
明
鏡
也
、
雖
然
、
本
朝
依
未
被
下
三
摩
耶
戒
度
僧

之
宣
旨
也
、
人
未
用
法
臈
歟
、
当
寺
已
賜
官
符
畢
、
向
後
有
何
憚
乎
、

Ｃ
則
彼
詞
云
、
三
摩
耶
戒
者
、
再
増
受
梵
網
報
身
之
戒
儀
也
、
是
一

　
　

、
三
摩

耶
戒
非
真
言
教
主
之
説
、
是
二

　
　

、
一
行
阿
闍
梨
之
心
地
戒
品
者
、
此
経
浅
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略
一
相
也
、
豈
以
浅
略
戒
、
為
此
宗
戒
乎
、
是
三

　
　

、

　

Ａ
は
一
行
の
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
（
大
日
経
疏）28
（

）』
を
引
用
し
て
、
三
昧

耶
戒
を
受
け
る
の
が
灌
頂
を
遂
げ
る
僧
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
主
張
す
る
。
そ
し
て
Ｂ
は
、
ま
ず
『
占
察
善
悪
業
報
経）
29
（

』
を
引
用
し
て
三
聚

浄
戒
を
受
け
る
こ
と
で
僧
籍
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
同
経
の

「
一
行
釈
」
に
依
拠
し
て
、
三
昧
耶
戒
が
三
聚
浄
戒
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
、
三
昧
耶
戒
に
よ
っ
て
比
丘
・
比
丘
尼
の
名
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
裏
づ
け

よ
う
と
し
て
い
る
。『
大
日
経
疏
』
は
一
行
が
師
の
善
無
畏
の
口
授
を
筆
録
し

た
も
の
と
し
て
権
威
あ
る
著
作
だ
が
、『
占
察
善
悪
業
報
経
』
は
中
国
撰
述
の

偽
経
で
、
そ
れ
に
一
行
が
注
釈
を
加
え
た
と
い
う
事
実
も
確
認
で
き
な
い
。
Ｃ

は
、「
園
城
寺
解
案
」
が
採
録
し
た
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
に
天
台
座
主
全

玄
が
後
白
河
院
の
下
問
に
答
え
て
三
昧
耶
戒
壇
設
立
の
非
を
十
一
ヶ
条
に
ま
と

め
た
批
判
文
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
か
ら
は
、
当
時
、
園
城
寺
が
一
行

の
『
菩
薩
心
地
戒
品
（
梵
網
経）30
（

）』
に
依
拠
し
て
三
昧
耶
戒
擁
護
の
論
陣
を
張
っ

て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
鳩
摩
羅
什
訳
と
さ
れ
る
『
梵
網
経
』
も
中
国
撰

述
の
疑
い
が
強
い
が
、
こ
こ
で
「
一
行
阿
闍
梨
之
心
地
戒
品
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
も
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
「
園
城
寺
解
案
」
か
ら
は
、
園
城
寺
が
三
昧
耶
戒
壇
の
正
当
性

を
主
張
す
る
際
に
、
一
行
の
教
説
を
後
ろ
盾
に
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
一
行
の
名
が
三
昧
耶
戒
と
容
易
に
結
び
つ
き
得
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
が
一
行
説
話
に
影
響

し
て
い
る
可
能
性
も
少
な
か
ら
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
延
慶
本
の
一
行
説
話
に
戻
る
と
、
こ
の
受
戒
譚
は
申
し
出
を
固
辞
し

よ
う
と
す
る
一
行
と
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
本
懐
を
遂
げ
る
楊
貴
妃
と
い
う
構
図

で
進
行
す
る
。
こ
れ
と
同
型
の
説
話
を
載
せ
る
の
が
次
の
流
布
本
『
醍
醐
寺
縁

起
』
で
あ
る）
31
（

。

延
喜
二
年
二
月
七
日
。
神
宛
女　

神
女
。
降w

臨
三
密
上
乗
之
壇z

語w

尊
師q

曰
。

我
是
裟
竭
羅
龍
王
之
皇
女
。
准
胝
如
意
輪
化
身
也
。
昔
有w

大
唐q

之
時
。

名p

我
為w

青
龍z

吾
住w

彼
寺q

守w

仏
法z

故
彼
寺
名w

青
龍
寺z

是
恵
果

〔
京
住
〕
之
寺
也
。
弘
法
大
師
帰
朝
之
時
。
予
乞p

被p

授w

三
摩
耶
戒z

大

師
不p

許p

之
。
尚
追
至w

于
船
津q

乞p

之
。
大
師
悟w

志
意
深z

終
令p

伝w

授
三
昧
耶
戒q

畢
。
故
大
師
名w

津
妃
命z

含p

咲
歓
喜
。

　

こ
れ
は
醍
醐
寺
清
滝
宮
の
縁
起
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
か
つ
て
娑
竭
羅
龍
王

の
皇
女
で
あ
っ
た
清
滝
権
現
が
空
海
の
固
辞
を
押
し
切
っ
て
三
昧
耶
戒
を
授

か
っ
た
と
す
る
こ
の
説
話
は
、
一
読
し
て
楊
貴
妃
の
受
戒
譚
と
の
影
響
関
係
を

疑
わ
せ
る
。『
醍
醐
寺
縁
起
』
に
は
、
流
布
本
に
先
ん
じ
て
成
立
し
た
古
本
と

呼
ば
れ
る
も
の）
32
（

も
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
古
本
『
醍
醐
寺
縁
起
』
で
は
当
該
説
話

の
記
述
に
異
同
が
あ
り
、
三
昧
耶
戒
な
ど
も
登
場
し
な
い
。
津
田
徹
英
氏
の
考

証
に
よ
れ
ば）
33
（

、
古
本
の
成
立
は
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
以
降
で
、
流
布
本
は

そ
れ
を
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
ま
で
に
改
変
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
右
の
記
事
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
『
平
家
物
語
』
の
記
述
を
も
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と
に
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

鎌
倉
中
期
の
畠
山
記
念
館
蔵
「
清
滝
権
現
像）
34
（

」
に
描
か
れ
る
よ
う
に
清
滝
権

現
は
容
姿
端
麗
な
女
神
で
、『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
登
場
す
る
娑
竭
羅
龍

王
皇
女
の
竜
女
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い）
35
（

。『
建
久
二
年
祈
雨
日
記）
36
（

』

が
清
滝
権
現
を
「
是
女
体
也
。
娑
羯
羅
竜
女
善
女
竜
王
妹
也
」
と
す
る
の
が
早

い
例
だ
が
、
鎌
倉
中
期
の
『
白
宝
抄
』
や
室
町
期
の
『
弘
鑁
口
説
』『
三
宝
院

伝
法
血
脈
』
な
ど
多
く
の
文
献
で
、
清
滝
権
現
は
、
厳
島
明
神
や
園
城
寺
の
新

羅
明
神
と
と
も
に
竜
女
の
姉
妹
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る）
37
（

。
女
人
往
生
を
遂

げ
た
竜
女
や
そ
れ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
清
滝
権
現
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
行
説
話

で
蓬
莱
宮
に
帰
る
さ
だ
め
に
な
っ
て
い
る
仙
女
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な

る
よ
う
に
思
え
る
。

　
『
醍
醐
寺
縁
起
』
が
一
行
説
話
を
取
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
不
明
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
一
行
説
話
が
非
山
門
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
の

ひ
と
つ
の
証
左
と
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

三　

九
曜
曼
荼
羅

　

諸
本
間
の
異
同
が
は
な
は
だ
し
い
一
行
説
話
に
あ
っ
て
も
、
九
曜
曼
荼
羅
に

つ
い
て
触
れ
な
い
諸
本
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
水
原
一
氏
は
、
一
行
説
話
に
つ
い

て
「
平
家
物
語
は
高
僧
流
罪
の
例
話
と
し
て
掲
げ
る
が
、
元
来
は
曼
陀
羅
由
来

談
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が）
38
（

、
そ
の
よ
う
な
説
が
提
起
さ
れ
る

ほ
ど
九
曜
曼
荼
羅
譚
が
一
行
説
話
に
占
め
て
い
る
位
置
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

　

九
曜
（
九
執
）
と
は
、
火
・
水
・
木
・
金
・
土
・
月
・
日
の
七
曜
に
、
羅

星
・

計
都
星
を
加
え
た
九
つ
の
星
の
こ
と
で
、
古
代
イ
ン
ド
に
発
す
る
宿
曜
道
な
ど

の
占
星
法
の
用
語
で
あ
る）
39
（

。
そ
も
そ
も
一
行
は
玄
宗
の
勅
命
を
受
け
て
大
衍
暦

を
献
上
し
た
当
代
随
一
の
天
文
暦
法
家
で
あ
り）
40
（

、
死
後
、
多
く
の
占
星
書
が
一

行
の
名
を
借
り
て
偽
造
さ
れ
た）
41
（

。
日
本
で
も
、
平
安
中
期
以
降
、
北
斗
法
な
ど

の
占
星
法
が
貴
族
社
会
で
広
が
り
を
み
せ
る
に
従
い
、
一
行
は
密
教
僧
と
し
て

だ
け
で
な
く
宿
曜
道
の
祖
と
し
て
の
認
識
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
時
代

に
は
「
高
名
ノ
宿
曜
師）
42
（

」
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

　

一
行
説
話
に
登
場
す
る
九
曜
曼
荼
羅
に
つ
い
て
は
、
美
濃
部
重
克
氏
が
詳
細

に
こ
れ
を
論
じ
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
仮
説
を
提
示
し
て
い
る）
43
（

。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
ら
先
行
研
究
に
も
と
づ
き
な
が
ら
筆
者
な
り
の
視
点
で
論
点
を
整
理
し
、

一
行
説
話
に
九
曜
曼
荼
羅
が
登
場
す
る
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
改

め
て
原
文
を
引
用
し
よ
う
。

即
一
行
ヲ
火
羅
国
ト
云
国
ヘ
流
サ
ル
。
件
国
ハ
古
キ
王
宮
ナ
リ
ケ
レ
バ
、

彼
国
ヘ
下
ル
道
三
ア
リ
。
一
ノ
道
ヲ
バ
林
池
道
ト
云
。
此
道
ハ
御
幸
路
也
。

一
ノ
道
ヲ
バ
遊
池
道
ト
名
ク
。
貴
賤
上
下
ヲ
嫌
ハ
ズ
行
通
フ
道
也
。
今
一

ノ
道
ヲ
バ
闇
穴
道
ト
名
タ
リ
。
犯
科
ノ
者
出
キ
ヌ
レ
バ
、
流
遣
ス
路
也
。

此
道
ハ
下
ニ
水
湛
々
ト
シ
テ
際
ゾ
ナ
ク
、
上
ニ
ハ
日
月
星
宿
ノ
光
モ
ミ
ヘ

給
ハ
ズ
。
七
日
七
夜
空
ヲ
ミ
ズ
シ
テ
行
道
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
冥
々
ト
シ
テ
天

闇
ク
、
行
歩
ニ
前
途
ノ
路
ミ
ヘ
ズ
。
深
々
ト
シ
テ
人
モ
ナ
ク
、
函
谷
ノ
鶏

ノ
一
声
モ
ナ
ク
、
サ
コ
ソ
ハ
心
細
ク
悲
ク
思
給
ケ
メ
。
思
遣
レ
テ
哀
也
。
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一
行
無
実
ニ
ヨ
リ
テ
遠
流
之
罪
ヲ
被
ル
事
ヲ
天
道
憐
給
テ
、
九
曜
ノ
形
ヲ

現
ジ
テ
守
給
フ
。
一
行
随
喜
ノ
余
ニ
、
右
ノ
指
ヲ
ク
ヒ
キ
リ
テ
、
左
ノ
三

衣
ノ
袂
ニ
、
九
曜
ノ
形
ヲ
写
留
メ
給
ニ
ケ
リ
。
火
羅
ノ
図
ト
テ
、
吾
朝
マ

デ
モ
世
ニ
流
布
ス
ル
、
九
曜
ノ
曼
荼
羅
ト
申
ハ
、
即
是
也
。

 

（
第
一
末
六
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」）

　

一
行
が
配
流
さ
れ
た
火
羅
国
は
西
域
の
「
吐
火
羅
国
」（
大
夏
）
の
こ
と
と

も
い
わ
れ
る
が
確
証
を
得
な
い
。
た
だ
、
一
行
に
仮
託
し
た
占
星
書
の
な
か
に

『
梵
天
火
羅
九
曜
』
が
あ
り
、
平
安
中
期
ま
で
に
日
本
に
舶
来
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
の
で）
44
（

、
火
羅
国
と
い
う
名
称
が
『
梵
天
火
羅
九
曜
』
に
由
来

し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
最
後
の
一
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
九
曜
曼

荼
羅
は
「
火
羅
ノ
図
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
当
時
の
社
会
に
流
布
し
て
い
た
よ
う

だ
。
武
田
和
昭
氏
に
よ
る
と）
45
（

、
そ
も
そ
も
「
火
羅
図
」「
梵
天
火
羅
図
」
と
い

う
の
は
『
梵
天
火
羅
九
曜
』
の
別
称
と
し
て
文
献
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ

ら
は
同
一
の
書
物
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。表
は
、美
濃
部
論
文
や
『
補

訂
版 

国
書
総
目
録
』
な
ど
か
ら
伝
存
が
知
ら
れ
る
「
火
羅
図
」
を
一
覧
に
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
一
行
説
話
に
登
場
す
る
も
の
を
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉、
表
に
あ
る
諸
本

の
総
称
を
〈
火
羅
図
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
表
か
ら
は
、
語
り
本
系

の
「
和
漢
両
朝
に
真
言
の
本
尊
た
る
九
曜
の
曼
陀
羅
是
也
」
と
い
う
一
節）
46
（

を
裏

づ
け
る
よ
う
に
、〈
火
羅
図
〉
が
真
言
圏
に
流
通
し
て
い
た
実
態
が
窺
え
る
。

し
か
し
、
一
行
説
話
の
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
と
形
態
的
に
合
致
す
る
の
は
わ
ず
か

に
東
寺
本
と
そ
の
模
本
で
あ
る
個
人
本
だ

け
で
あ
り
、
そ
の
他
は
冊
子
あ
る
い
は
巻

子
仕
様
の
〈
火
羅
図
〉
で
あ
る
。
武
田
和

昭
氏
は）
47
（

、
曼
荼
羅
仕
様
の
東
寺
本
は
先
行

す
る
冊
子
本
を
も
と
に
『
宿
曜
経
』
や

『
九
曜
秘
暦
』
の
説
を
と
り
こ
み
な
が
ら

成
立
し
た
も
の
で
、
占
星
法
を
修
す
る
際

に
必
要
と
な
る
個
人
の
本
命
星
や
当
年
星

（
後
述
）
な
ど
の
特
定
を
簡
便
に
行
う
た

め
の
「
宿
曜
師
の
手
引
き
書
」
と
し
て
使

用
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
曼
荼
羅
仕
様

表　

火
羅
図　

諸
本
一
覧

東
寺
本
（
重
文
）

「
火
羅
図
」

掛
幅

永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
写

『
大
正
蔵
図
像
７

』
ほ
か
所
載

個
人
本

「
火
羅
図
」

掛
幅

鎌
倉
時
代
書
写

『
妙
見
菩
薩
と
星
曼
荼
羅
』
所
載

高
山
寺
本
（
重
文
）

「
梵
天
火
羅
図
」

冊
子

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
写

『
大
正
蔵
図
像
７

』
所
載

享
和
刊
本

『
梵
天
火
羅
九
曜
』

冊
子

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
刊

『
大
正
蔵
21
』
所
収

醍
醐
寺
本
Ａ

「
火
羅
図
」

冊
子

享
保
年
間
書
写

醍
醐
寺
聖
教
第
165
函
28
号

醍
醐
寺
本
Ｂ

「
火
羅
図
」

巻
子

康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
写

醍
醐
寺
聖
教
第
165
函
30
号

高
野
山
持
明
院
本
Ａ

「
火
羅
図
」

冊
子

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
写

高
野
山
持
明
院
本
Ｂ

「
火
羅
図
」

冊
子

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
写

高
野
山
真
別
所
本

「
梵
天
火
羅
図
」

冊
子

書
写
年
代
不
明

東
寺
宝
菩
提
院
本

「
梵
天
火
羅
図
」

冊
子

室
町
時
代
書
写

善
通
寺
本

「
梵
天
火
羅
之
図
」

冊
子

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
写

国
文
研
マ
イ
ク
ロ
所
蔵
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で
な
い
〈
火
羅
図
〉
に
も
内
容
に
異
同
が
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
て
九
曜
の
解

説
を
中
心
に
北
斗
七
星
に
言
及
す
る
だ
け
の
も
の
と
（
高
山
寺
本
な
ど
）、九
曜
・

北
斗
七
星
ば
か
り
で
な
く
十
二
宮
・
二
十
八
宿
の
解
説
を
含
ん
で
い
る
も
の

（
醍
醐
寺
本
Ｂ
）
と
が
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
十
二
宮
・
二
十
八
宿
ま
で

描
く
東
寺
本
が
参
照
し
た
の
は
後
者
の
系
統
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

東
寺
本
を
「
宿
曜
師
の
手
引
き
書
」
と
捉
え
る
武
田
氏
に
対
し
、
美
濃
部
氏

は
別
の
視
点
か
ら
東
寺
本
の
用
途
を
論
じ
て
い
る
。
も
と
も
と
平
安
中
期
の
星

供
（
属
星
祭
）
で
は
、
個
人
の
本
命
星
を
祀
る
本
命
星
供
が
中
心
だ
っ
た
。
本

命
星
と
は
、
個
人
の
生
年
の
十
二
支
に
あ
た
る
北
斗
七
星
の
う
ち
の
一
星
の
こ

と
で
あ
り
、
生
涯
に
渡
っ
て
個
人
の
運
命
に
影
響
を
与
え
つ
づ
け
る
星
で
あ

る
。
本
命
星
に
付
随
し
て
、
本
命
曜
（
生
ま
れ
日
の
七
曜
）、
本
命
宮
（
生
ま
れ
月

の
十
二
宮
）、
本
命
宿
（
生
ま
れ
日
の
二
十
八
宿
）、
当
年
星
（
そ
の
年
の
九
曜
）
を

祀
る
の
が
平
安
中
期
の
一
般
的
な
星
供
の
方
法
だ
っ
た
。
し
か
し
、
院
政
期
に

な
る
と
、
毎
年
、
個
人
の
所
属
す
る
星
が
変
わ
る
当
年
星
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

当
年
星
を
中
心
に
供
養
す
る
当
年
星
供
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
美
濃
部
氏
に

よ
る
と
、
本
命
星
供
か
ら
独
立
し
て
当
年
星
供
が
修
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
早
い

例
は
永
暦
元
年
（
一
〇
六
〇
）
に
入
寂
し
た
実
運
の
『
諸
尊
要
抄）
48
（

』
だ
と
い
う
。

当
年
星
供
の
実
態
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
鎌
倉
中

期
の
台
密
の
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
百
四
十
三
が
「
只
タ
星
供
ト
云
フ
者
、
当
年
星

ヲ
為
本
云
々
」
と
星
供
の
中
心
を
当
年
星
供
に
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
院
政
期
の
東
密
で
始
め
ら
れ
た
当
年
星
供
は
、
二
百
年
ほ
ど
の
あ
い

だ
に
か
な
り
の
程
度
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
49
（

。

　

そ
し
て
、
そ
の
当
年
星
供
の
際
に
本
尊
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
が
、
一
行
説

話
の
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
だ
っ
た
と
、
美
濃
部
氏
は
述
べ
る
。
北
斗
法
の
本
尊
が

七
星
を
中
心
に
描
い
た
北
斗
曼
荼
羅
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
た
し
か
に
、
九

曜
を
祀
る
当
年
星
供
の
本
尊
と
し
て
、
東
寺
本
や
個
人
本
の
よ
う
な
〈
火
羅
図
〉

は
相
応
し
く
思
え
る
。
さ
ら
に
美
濃
部
氏
は
、
盛
ん
に
修
さ
れ
た
は
ず
の
当
年

星
供
の
本
尊
が
ほ
と
ん
ど
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問

に
答
え
る
べ
く
、
以
下
の
よ
う
に
推
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

　

氏
の
見
解
で
は
、
当
年
星
供
の
本
尊
は
わ
ず
か
一
日
で
制
作
さ
れ
る
「
一
日

図
絵
」
だ
っ
た
。
そ
の
論
拠
と
な
る
の
は
、『
阿
娑
縛
抄
』
巻
百
四
十
三
の
「
当

年
星
供
﹇
日
曜
﹈
被
勤
仕
之
。
一
日
図
絵
供
養
」「
依
同
請
火
曜
供
。
一
日
図

絵
供
養
」
と
い
う
記
述
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
た
し
か
に
当
年
星
供
の
本
尊
と

し
て
「
一
日
図
絵
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
伝
本
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、
そ
れ
が
修
法
を
終
え
る
と
焼
却
さ
れ
る
な
ど

し
て
破
棄
さ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
た
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。

『
阿
娑
縛
抄
』
巻
百
六
十
二
に
は
、

晴
灌
僧
都
東寺
云
。
先
年
院
日
蝕
令p

当w

御
年z

日
天
供
承
修
シ
テ

　
　

。
形
像

依p

仰
奉p

図
。而
不w

正
現z

有w

御
感z

結
願
ノ
後
。
可p

進w

本
尊q

之
由
。

有w

御
気
色z

而
不w

進
申q

云
。
件
ノ
像
。
供
後
以p

火
可p

焼
習
也
云
々
。

重
仰
ニ
云
。
有
人
申
テ
云
。
件
ノ
説
攘
災
決
ノ
文
也
。
件
ノ
書
外
ノ
書
也
。
難w

依
用q
云
々
。
重
申
テ
云
。
自p

本
以w

件
決q

為w

本
文z

習w

彼
法z

仍
テ

付p

彼
既
ニ
図w

形
像q

得w

感
応z

何
捨p

之
哉
。
況
件
ノ
決
内
外
法
共
ニ
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許p

之
者
。
尚
不p

能p

進p

之
云
々
。

　

と
あ
っ
て
、
日
蝕
の
た
め
に
日
天
供
が
修
さ
れ
た
と
き
に
、
院
が
本
尊
に
使

用
さ
れ
た
絵
の
譲
渡
を
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
寺
院
側
が
『
七
曜
攘
災
決
』
の
教
説

に
従
っ
て
焼
却
す
る
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
を
断
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。『
七
曜
攘
災
決）
50
（

』
は
「
西
天
竺
国
婆
羅
門
僧
」
で
あ
る
金
倶

が
撰
し
た

と
さ
れ
る
占
術
書
で
、
そ
こ
に
は
日
宮
か
ら
水
宮
ま
で
の
七
曜
の
神
形
を
、
一

種
の
厄
除
け
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
破
棄
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お

り
、
こ
の
『
七
曜
攘
災
決
』
を
典
拠
に
、
当
年
星
供
に
使
用
さ
れ
た
本
尊
が
焼

却
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
百
六
十
二
の
日
天
供
の
例
だ
け
を
論
拠
に
美
濃
部
氏
の
仮

説
が
成
り
立
ち
得
る
の
か
多
少
の
疑
問
は
残
る
が）
51
（

、
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
事

態
を
想
定
し
な
い
限
り
、「
吾
朝
マ
デ
モ
世
ニ
流
布
ス
ル
」
と
謳
わ
れ
る
〈
九

曜
曼
荼
羅
〉
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
理
由
を
説
明
で
き
な
い
の
も
た
し

か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「『
平
家
物
語
』
の
作
者
が
「
一
行
阿
闍
梨
之
娑
汰
」

で
取
り
上
げ
た
話
題
は
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
以
上
に
当
代
の
上
流
人
士
の
生

活
と
身
近
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
い
う
美
濃
部
氏
の
示
し
た

結
論
に
は
、
大
筋
に
お
い
て
同
意
で
き
る）
52
（

。

　

つ
ま
り
、
一
行
説
話
を
読
ん
だ
当
時
の
ひ
と
び
と
に
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る

〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
容
易
に
見
当
が
つ
い
た
は
ず
な
の
だ
。

『
平
家
物
語
』
は
あ
え
て
読
者
に
身
近
な
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
を
一
行
説
話
に
登

場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
世
界
と
現
実
の
修
法
と
の
連
続
性
を
示
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
は
、
明
雲
の
よ

う
な
天
台
僧
と
は
相
容
れ
な
い
、
あ
く
ま
で
真
言
圏
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
読
者
に
は
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
と
い
う
記
号
は
、
一

行
を
明
雲
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
行
説
話
は
単
純
な
明
雲
流
罪
事
件

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
、
複
雑
な
問
題
を
包
含
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
そ
れ
ま
で
の
話
の
展
開
を
踏
ま
え
て
読
め
ば
、
一
行
阿
闍
梨
が
明

雲
の
隠
喩
に
み
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
延
慶
本
の
一
行
説
話
は
、

ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
形
式
を
意
図
的
に
崩
し
、
あ
え
て
三
昧
耶
戒
や
九
曜
曼

荼
羅
と
い
っ
た
寺
門
や
真
言
を
想
起
さ
せ
る
記
号
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
行
が
明
雲
の
隠
喩
で
は
な
い

0

0

0

0

こ
と
を
、
暗
に
、
そ
れ
で
い
て
疑
い
の
余

地
な
く
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
論
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、

延
慶
本
は
「
一
行
阿
闍
梨
ト
申
ハ
龍
猛
菩
薩
ヨ
リ
ハ
六
代
、
龍
智
ア
ザ
リ
ヨ
リ

ハ
五
代
、
金
剛
智
三
蔵
ヨ
リ
ハ
四
代
、
不
空
三
蔵
ヨ
リ
ハ
三
代
、
善
無
畏
三
蔵

ノ
御
弟
子
也
」
と
い
う
一
行
の
法
脈
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
真
言
僧

と
い
う
一
行
の
属
性
を
前
面
化
さ
せ
て
い
る
。
牧
野
和
夫
氏
の
検
証
に
よ
れ

ば
、
こ
の
法
脈
は
小
野
方
勧
修
寺
流
あ
る
い
は
広
沢
方
大
伝
法
院
流
に
伝
え
ら

れ
た
真
言
八
祖
と
並
び
ま
で
一
致
す
る
も
の
で
あ
る）
53
（

。
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以
前
か
ら
、
一
行
説
話
に
真
言
に
近
い
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

認
識
さ
れ
て
い
た）
54
（

。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
一
行
が
明
雲
の
隠
喩
で
あ
る
こ
と
が

自
明
視
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
な
要
素
に
は
目
を
瞑
り）
55
（

、

従
来
ど
お
り
の
明
雲
を
流
罪
事
件
の
一
方
的
な
被
害
者
と
す
る
読
み
方
だ
け
が

な
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当

時
、
明
雲
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
者
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
。
延
慶
本

の
暗
示
的
な
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
の
者
に
、
山
門
の
創
出
し
た
事
件
像

に
服
従
せ
ず
、
明
雲
流
罪
事
件
に
異
な
っ
た
意
味
づ
け
を
す
る
こ
と
を
許
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
西
光
が
明
雲
の
配
流
を
後
白
河
院
に
讒
奏
し
た
と
い
う
事
件
の

内
幕
を
、
延
慶
本
は
必
ず
し
も
明
白
な
事
実
と
し
て
は
描
い
て
い
な
い
。
延
慶

本
に
は
、「
西
光
法
師
ガ
無
実
ノ
讒
奏
ニ
ヨ
リ
テ
」（
第
一
末
四
）、「
罪
モ
オ
ハ

セ
ヌ
天
台
座
主
讒
シ
奉
テ
」（
第
一
末
十
一
）
な
ど
と
た
し
か
に
明
雲
に
対
す
る

西
光
の
讒
奏
に
言
及
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
山
門

側
の
視
点
に
立
っ
た
言
説
で
あ
り
、
客
観
的
に
描
か
れ
る
事
実
と
は
異
な
る
。

肝
腎
の
西
光
が
讒
奏
に
及
ぶ
場
面
は
、

大
衆
前
座
主
ヲ
奉
取
留q

之
由
、
法
皇
聞
召
テ
、
イ
ト
ヾ
安
カ
ラ
ズ
被
思

召q

ケ
ル
上
ニ
、
西
光
入
道
内
々
申
ケ
ル
ハ
、「
昔
ヨ
リ
山
門
ノ
大
衆
、
猥

キ
訴
訟
仕
ル
事
ハ
今
ニ
始
メ
ネ
ド
モ
、
未
ダ
是
程
ノ
狼
藉
承
及
バ
ズ
。
今

度
ユ
ル
ニ
御
沙
汰
有
バ
、
世
ハ
世
ニ
テ
モ
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
能
々
御
誡
有
ベ

シ
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
身
ノ
只
今
ニ
滅
セ
ム
ズ
ル
事
ヲ
モ
顧
ミ
ズ
、
山
王
ノ

神
慮
ニ
モ
不
憚a

加
様
ニ
ノ
ミ
申
テ
、
イ
ト
ヾ
震
襟
ヲ
悩
シ
奉
ル
、
浅
猿

事
ナ
リ
ケ
リ
。

 

（
延
慶
本 

第
一
末
六
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」）

　

と
い
う
よ
う
に
、
西
光
の
進
言
は
明
雲
の
処
罰
を
す
す
め
た
も
の
で
は
な

く
、
理
不
尽
な
強
訴
に
よ
っ
て
世
を
混
乱
に
陥
れ
た
大
衆
へ
の
取
り
締
ま
り
を

求
め
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
言
説
と
微
妙
な
齟
齬
を
き
た
し
て

い
る
。
筆
者
が
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に）
56
（

、
史
実
に
お
い
て
、
西
光
の
讒
奏
は
山

門
側
が
創
り
出
し
た
陰
謀
説
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
明
雲
の
配
流
は
憤
激
し

た
後
白
河
院
の
強
い
意
向
で
挙
行
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
延
慶
本
の
記
述
は
、

表
面
的
に
は
西
光
の
讒
奏
と
い
う
山
門
の
主
張
に
譲
歩
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ

う
な
史
実
と
も
整
合
性
を
は
か
ろ
う
と
し
た
結
果
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
山
門
に
し
て
み
れ
ば
、
西
光
は
仏
敵
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
よ

う
な
者
の
肩
を
持
つ
こ
と
は
、『
平
家
物
語
』
作
者
に
と
っ
て
も
慎
重
を
要
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
記
し
た
筆
者
の
推
論
が
も
し
正
し
い
と
す
る
と
、
で
は
一
行
阿
闍
梨

は
だ
れ
の
隠
喩
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
さ
し
て
重
要
な
問
題
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
災
難
を
蒙
っ
た
高
僧
の
例

は
、
当
時
に
お
い
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
存
在
し
て
い
た
。
読
者
が
、

一
行
説
話
を
読
む
と
き
に
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
い
た
高
僧
は
、
そ
の
読
者
の
境

遇
や
属
性
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
あ
る
い
は
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複
数
の
人
物
の
影
を
一
行
阿
闍
梨
に
み
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ

の
答
え
に
固
執
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
隠
喩
の
も
つ

解
釈
の
多
様
性
と
戯
れ
る
の
が
、
こ
の
奇
妙
な
故
事
説
話
に
接
す
る
と
き
の
正

し
い
態
度
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
１

）　

小
林
美
和
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
説
話
構
成
」（『
平
家
物
語
生
成
論
』
三
弥
井

書
店
、
一
九
八
六
年 

初
出
一
九
七
七
年
）

（
２

）　

水
原
一
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
説
話
の
考
察
」（『
延
慶
本
平
家
物
語
論
考
』
加
藤

中
道
館
、
一
九
七
九
年 

初
出
一
九
七
七
年
）。
そ
の
ほ
か
一
行
説
話
を
論
じ
た
も

の
に
、
石
田
拓
也
「
一
行
阿
闍
梨
説
話
の
展
開
」（『
日
本
文
学
研
究
（
大
東
文
化

大
）』
二
八
号
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。
石
田
論
文
は
、
延
慶
本
を
重
視
す
る

水
原
説
を
批
判
し
て
長
門
本
に
古
態
を
求
め
た
も
の
だ
が
、
一
行
が
明
雲
の
隠
喩

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
立
論
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
論
旨
と
は
合
わ
な
い
。

な
お
、
長
門
本
は
一
行
が
配
所
で
千
体
仏
を
作
っ
た
た
め
に
赦
免
さ
れ
た
と
い
う

独
自
の
説
話
を
合
わ
せ
て
載
せ
て
い
る
（
巻
三
「
土
仏
因
縁
事
」）。

（
３

）　

拙
稿
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
山
門
大
衆
批
判
の
方
法
」（『
学
習
院

高
等
科
紀
要
』
一
四
号
、
二
〇
一
六
年
）

（
４

）　

引
用
は
河
北
騰
『
今
鏡
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
に
依
る
。
な
お
、

『
今
鏡
』
は
明
雲
の
座
主
在
任
中
に
は
「
大
衆
な
ど
鐘
な
ら
し
て
起
る
事
も
、
し

侍
ら
ぬ
と
か
や
」
と
明
ら
か
な
事
実
誤
認
を
し
て
い
る
。

（
５

）　

一
行
の
伝
記
研
究
と
し
て
は
、
清
水
谷
恭
順
「
一
行
阿
闍
梨
伝
考
」（『
叡
山
学

報
』
一
六
号
、
一
九
三
八
年
）、
春
日
礼
智
「
一
行
伝
の
研
究
」（『
東
洋
史
研
究
』

七
巻
一
号
、
一
九
四
二
年
）、
長
部
和
雄
「
史
伝
・
僧
伝
上
の
一
行
禅
師
と
そ
の

業
績
」（『
一
行
禅
師
の
研
究
』
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
年　

初
版
一
九
六
三
年
）
が

あ
る
。

（
６

）　

牧
野
和
夫
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
末
第
六
話
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」

と
「
天
道
」
の
こ
と
」（『
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
説
話
と
学
問
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
五
年　

初
出
一
九
九
六
年
）。『
宿
曜
占
文
抄
』
は
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜

合
調
査
団
編
『
高
山
寺
善
本
図
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
に
一

部
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
論
文
に
部
分
的
な
翻
刻
が
あ
る
が
（
堀
池

春
峰
「
道
鏡
私
考
」〔『
南
都
仏
教
史
の
研
究 

下
』
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年　

初

出
一
九
五
七
年
〕、
宮
崎
健
司
「『
覚
禅
抄
』
所
引
『
私
教
類
聚
』
逸
文
に
つ
い
て
」

〔『
国
書
逸
文
研
究
』
二
七
号
、
一
九
九
四
年
〕、
遠
藤
慶
太
「
高
山
寺
蔵
『
宿
曜

占
文
抄
』
の
伝
記
史
料
」〔『
史
料
』
二
一
八
号
、
二
〇
〇
八
年
〕、
宇
代
貴
文
「
円

形
式
北
斗
曼
荼
羅
考
」〔『
美
術
史
論
集
』
一
二
号
、
二
〇
一
二
年
〕）、
当
該
箇
所

の
確
認
は
困
難
で
、
牧
野
氏
が
紹
介
す
る
の
み
で
あ
る
。

（
７

）　
『
宝
物
集
』
の
一
行
流
罪
に
関
す
る
記
事
は
三
巻
本
（
古
典
文
庫
）
に
一
箇
所
、

第
二
種
七
巻
本
に
は
二
箇
所
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
参
考
に
第
二
種
七
巻
の
巻
六
か

ら
該
当
箇
所
を
引
く
（
小
泉
弘
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
40
宝
物
集
閑

居
友
比
良
山
古
人
霊
託
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

唐
の
玄
宗
の
帝
は
、
楊
貴
妃
に
ち
か
づ
け
り
と
う
た
が
ひ
を
も
て
、
一
行
阿

闍
梨
を
果
羅
国
と
て
、
七
日
空
も
見
え
ぬ
所
へ
流
し
給
ふ
。
星
宿
、
無
実
に

よ
り
て
罪
を
か
う
ぶ
る
事
を
あ
は
れ
み
て
、
九
曜
の
形
を
現
じ
て
ま
も
り
給

ふ
。
九
曜
の
曼
荼
羅
は
、
其
度
一
行
の
う
つ
し
ひ
ろ
め
給
ふ
と
こ
ろ
な
り
。

そ
の
の
ち
、
皇
帝
、
安
禄
山
が
た
め
に
な
や
ま
さ
れ
、
貴
妃
命
を
う
し
な
ふ

も
の
な
り
。

　
　

そ
の
ほ
か
一
行
説
話
を
含
む
も
の
と
し
て
は
、『
三
国
伝
記
』
巻
二
、『
正
源
明
義

抄
』、『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』、『
太
平
記
』
巻
二
、『
庭
訓
往
来
註
』、『
運
歩
色
葉

集
』、『
宝
誌
和
尚
口
伝
』
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
『
三
国
伝
記
』
は
比
較

的
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
成
立
年
代
は
不
明
な
が
ら
祖
風
宣
揚
会
編
『
弘
法
大
師
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全
集
14
』
所
収
の
「
星
供
祭
文
」
に
も
、「
一
行
遭
シ
カ
ハ

　
　
　p

難
ニ
九
曜
照
スw

火
羅
之

闇
ヲq

」
と
の
一
文
が
あ
る
。

（
８

）　

た
だ
し
『
宝
物
集
』
に
つ
い
て
は
、
平
康
頼
に
仮
託
し
た
書
と
す
る
見
解
も
あ

り
（
五
味
文
彦
「
歌
僧
と
勧
進
」『
書
物
の
中
世
史
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三

年
）、
そ
の
成
立
時
期
も
完
全
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ

て
冨
倉
徳
次
郎
氏
が
述
べ
て
（『
平
家
物
語
研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
）、

水
原
一
氏
が
賛
意
を
示
し
た
よ
う
に
（「
宝
物
集
と
の
関
連
」『
延
慶
本
平
家
物
語

論
考
』
加
藤
中
道
館
、
一
九
七
九
年
）、『
宝
物
集
』
が
『
平
家
物
語
』
の
影
響
を

受
け
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
９

）　

以
下
、
延
慶
本
の
引
用
は
北
原
保
雄
他
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
本
文
編
』（
勉

誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
依
る
。

（
10
）　

佐
藤
信
夫
『
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年　

初
版

一
九
八
一
年
）

（
11
）　
『
長
恨
歌
』
あ
る
い
は
『
長
恨
歌
伝
』
に
お
け
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
延
慶
本
の
後
白
河
院
・
建
春
門
院
の
登
場
箇
所
に
深
く
影
響
し
て
い
る
こ
と

は
、
今
井
正
之
助
「
後
白
河
院
・
建
春
門
院
と
『
長
恨
歌
』」（
水
原
一
編
『
延
慶

本
平
家
物
語
考
証
二
』
新
典
社
、
一
九
九
三
年
）
の
考
察
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
先
行
研
究
で
は
、
延
慶
本
に
お
け
る
楊
貴
妃
に
は
建
春
門
院
だ
け
で

な
く
中
宮
徳
子
と
関
連
さ
せ
て
、
平
家
の
専
横
を
批
判
す
る
傾
向
が
強
い
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
（
武
久
堅
「『
長
恨
歌
伝
』
依
拠
と
「
長
恨
歌
」
の
引
用
」〔『
平

家
物
語
成
立
過
程
考
』
桜
楓
社
、
一
九
八
六
年　

初
出
一
九
七
八
年
〕、
牧
野
和

夫
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
一
考
察
」〔『
軍
記
と
語
り
物
』
一
六
号
、
一
九
八

〇
年
〕）、
玄
宗
と
別
れ
て
蓬
莱
宮
に
帰
っ
て
ゆ
く
一
行
説
話
の
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー

ジ
は
建
春
門
院
に
よ
り
近
い
。
ま
た
、
佐
伯
真
一
氏
は
牧
野
論
文
に
着
想
を
得
て

「
延
慶
本
は
、
玄
宗
時
代
の
唐
と
の
譬
喩
の
構
図
の
も
と
、『
白
氏
文
集
』
を
縦
横

に
活
用
し
て
、
宮
廷
深
奥
の
秘
話
を
も
踏
ま
え
た
、
甚
だ
生
々
し
い
、
隠
微
に
し

て
尖
鋭
き
わ
ま
る
政
治
批
判
を
展
開
し
て
い
る
」
と
、
傾
聴
す
べ
き
指
摘
を
し
て

い
る
（「
白
氏
文
集
と
平
家
物
語
」
太
田
次
男
他
編
『
白
居
易
研
究
講
座
４

』
勉

誠
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
12
）　

な
お
、
髙
橋
昌
明
氏
は
安
元
二
年
三
月
の
建
春
門
院
を
伴
っ
て
の
有
馬
温
泉
御

幸
か
ら
、『
長
恨
歌
』
の
一
節
を
連
想
し
て
い
る
が
（『
平
清
盛
福
原
の
夢
』
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
年
）、
そ
の
よ
う
な
連
想
が
働
く
の
も
、
建
春
門

院
が
楊
貴
妃
と
近
い
位
置
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

拙
稿
「
鹿
ケ
谷
事
件
に
お
け
る
西
光
と
成
親
」（『
人
文
』
一
三
号
、
二
〇
一
五

年
）

（
14
）　

こ
の
う
ち
『
佛
教
大
辭
典
』『
佛
教
語
大
辞
典
』『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
は
「
菩

薩
浄
戒
」
と
い
う
呼
び
名
は
清
浄
な
菩
薩
戒
の
意
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
一

方
、『
日
本
佛
教
語
辞
典
』
は
菩
薩
戒
の
別
称
「
三
聚
浄
戒
」
に
由
来
す
る
と
し

て
い
る
。
な
お
、「
菩
薩
浄
戒
」
が
菩
薩
戒
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
、『
玉
葉
』
安

元
三
年
五
月
二
一
日
条
お
よ
び
『
清
獬
眼
抄
』
が
引
用
す
る
明
雲
流
罪
事
件
の
際

の
陣
定
の
定
文
案
が
、
明
雲
を
「
菩
薩
戒
和
尚
」
と
す
る
一
方
で
、「
以w

菩
薩
浄

戒q

奉p

授w

法
皇q

」
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

（
15
）　

教
理
面
か
ら
三
昧
耶
戒
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
論
文
に
苫
米
地
誠
一
「
三
昧
耶
戒

の
形
成
過
程
に
つ
い
て
」（『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
第
一
部
』
ノ
ン
ブ
ル
、

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

（
16
）　

石
田
瑞
麿
「
園
城
寺
戒
壇
」（『
日
本
仏
教
思
想
研
究
２

戒
律
の
研
究
下
』
法

蔵
館
、
一
九
八
六
年　

初
出
一
九
八
〇
年
）、
平
岡
定
海
「
園
城
寺
の
成
立
と
戒

壇
問
題
に
つ
い
て
」（『
日
本
寺
院
史
の
研
究
中
世
・
近
世
編
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
）、
池
田
陽
平
「
天
台
座
主
の
任
命
原
則
と
園
城
寺
戒
壇
問
題
（
Ⅱ
）」

（『
政
治
経
済
史
学
』
五
三
六
号
、
二
〇
一
一
年
）

（
17
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
127
』
所
収
。
な
お
、『
寺
徳
集
』（『
続
群
書
類
聚
28
下
』
所

収
）
に
も
こ
れ
に
近
い
記
述
が
あ
る
。
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（
18
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
127
』
所
収
の
『
園
城
寺
伝
記
』
一
之
二
は
、
三
昧
耶
戒
を

円
珍
が
請
来
し
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
後
世
の
伝
承
で
あ
ろ
う
。

（
19
）　
『
百
錬
抄
』
延
久
二
年
六
月
二
十
九
日
条
に
「
諸
卿
定w

申
園
城
寺
戒
壇
事z

仰w
諸
宗q
可p

令w

勘
申q

之
由
定w

申
之z

園
城
寺
僧
頻
言
上
。
仍
有w

此
沙
汰q

也
」

と
あ
る
。

（
20
）　

た
だ
し
、
史
実
で
は
敦
文
親
王
は
頼
豪
よ
り
先
に
疱
瘡
で
死
去
し
て
い
る
。
頼

豪
説
話
に
つ
い
て
は
、
松
田
宣
史
「
頼
豪
説
話
の
発
生
と
成
長
」（『
比
叡
山
仏
教

説
話
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年　

初
出
一
九
九
三
年
）、
清
水
由
美
子

「
頼
豪
説
話
の
展
開
」（
栃
木
孝
惟
編
『
平
家
物
語
の
成
立 

続
』
千
葉
大
学
大
学

院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
21
）　

石
田
注（
16
）前
掲
論
文
は
延
久
か
ら
承
保
年
間
に
戒
壇
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
る
『

嚢
鈔
』
巻
十
三
（『
日
本
古
典
全
集
』）
や
『
山
門
三
井
確
執
起
』（『
史

籍
集
覧
25
』
所
収
）
の
記
事
を
引
き
な
が
ら
も
資
料
の
性
質
上
「
に
わ
か
に
は
戒

壇
勅
許
が
あ
っ
た
と
は
き
め
が
た
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
池
田
注（
16
）前
掲

論
文
も
同
様
の
見
地
か
ら
か
、
こ
の
と
き
戒
壇
建
立
は
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
。

が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
『

嚢
鈔
』
等
の
記
事
を
信
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
22
）　

園
城
寺
の
衆
徒
が
東
大
寺
戒
壇
で
受
戒
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て

は
、
明
尊
の
上
奏
が
あ
っ
た
長
久
年
間
以
降
と
す
る
説
（
池
田
注〔
16
〕前
掲
論
文
）

や
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
五
月
の
園
城
寺
焼
き
討
ち
以
降
と
す
る
説
（
石
田
注

〔
16
〕前
掲
論
文
）
も
あ
る
。

（
23
）　
『
山
槐
記
』
治
承
二
年
一
月
二
〇
日
条
・『
玉
葉
』
治
承
二
年
二
月
五
日
条
。
な

お
、『
新
羅
明
神
記
』
下
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
春
に
も
、

園
城
寺
は
二
条
院
に
戒
壇
設
立
を
要
請
し
た
の
に
「
一
寺
浮
沈
天
下
大
事
」
と
し

て
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
二
条
が
新
羅
明
神
の
祟
り
を
蒙
っ
て
崩
御
し
た
と

す
る
（
翻
刻
は
、
黒
田
智
「
史
料
紹
介
新
羅
明
神
記
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

研
究
紀
要
』
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
24
）　

こ
の
宣
旨
は
、
黒
田
俊
雄
編
『
訳
注
日
本
史
料
寺
院
法
』（
集
英
社
、
二
〇
一

五
年
）
に
収
め
ら
れ
（
五
六
八
項
）、
平
雅
行
氏
に
よ
り
詳
細
な
注
釈
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。

（
25
）　

黒
田
注（
24
）前
掲
書
の
平
雅
行
氏
に
よ
る
補
注
（
一
一
〇
五
項
）
を
参
照
。

（
26
）　

な
お
、
楊
貴
妃
と
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
建
春
門
院
は
、
死
の

直
前
に
七
日
間
か
け
て
仏
厳
房
聖
心
か
ら
戒
を
授
か
っ
て
い
る
（『
吉
記
』
安
元

二
年
六
月
二
七
日
条
）。
建
春
門
院
が
受
け
た
戒
の
名
称
は
定
か
で
は
な
い
が
、

仏
厳
房
聖
心
は
醍
醐
寺
理
性
院
の
賢
覚
の
弟
子
で
、
高
野
山
大
伝
法
院
の
学
頭
を

務
め
た
真
言
僧
で
あ
る
。
仏
厳
に
つ
い
て
は
、
小
原
仁
「
仏
厳
房
聖
心
と
そ
の
周

辺
」（
速
水
侑
編
『
奈
良
・
平
安
仏
教
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、

柴
田
賢
龍
『
日
本
密
教
人
物
事
典
上
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
27
）　
『
鎌
倉
遺
文
12
』
№
8869

（
28
）　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
39
』
№
1796

（
29
）　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
17
』
№
839
。
な
お
、『
占
察
善
悪
業
報
経
』
は
『
梵
網
経
』

と
同
じ
く
自
誓
受
戒
を
説
く
経
典
と
し
て
知
ら
れ
、
南
都
の
戒
律
思
想
で
も
重
視

さ
れ
た
（
坂
上
雅
翁
「
南
都
仏
教
に
お
け
る
『
占
察
経
』
の
受
容
と
展
開
」『
大

正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報
』
六
号
、
一
九
八
四
年
）。

（
30
）　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
24
』
№
1484

（
31
）　

引
用
は
『
群
書
類
従
24
』
に
依
る
。

（
32
）　

翻
刻
は
、
津
田
徹
英
「『
醍
醐
寺
縁
起
』
の
成
立
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
慶

応
義
塾
大
学
三
田
哲
学
会
大
学
院
生
論
集
』
一
号
、
一
九
九
〇
年
）。

（
33
）　

津
田
注（
32
）前
掲
論
文

（
34
）　

弘
長
二
年
（
一
二
六
三
）
に
権
律
師
盛
深
が
地
蔵
院
で
「
清
滝
権
現
像
」
を
供

養
し
た
こ
と
が
識
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
畠
山
記
念
館
編
『
與
衆
愛
玩
畠
山

即
翁
の
美
の
世
界
』
畠
山
記
念
館
、
二
〇
一
一
年
）。

（
35
）　

籔
元
晶
「
善
如
竜
王
と
清
滝
権
現
」（『
雨
乞
儀
礼
の
成
立
と
展
開
』
岩
田
書
院
、
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二
〇
〇
二
年　

初
出
一
九
九
六
年
）

（
36
）　
『
続
群
書
類
従
25
下
』
所
収
。

（
37
）　

た
と
え
ば
『
弘
鑁
口
説
』
で
は
、
一
女
が
竜
女
、
二
女
が
清
滝
権
現
、
三
女
が

厳
島
明
神
、
四
女
が
新
羅
明
神
と
さ
れ
て
い
る
（『
続
群
書
類
従
27
上
』
所
収
）。

ま
た
、
清
滝
権
現
は
登
場
し
な
い
が
、
園
城
寺
側
の
『
新
羅
明
神
記
』
や
『
寺
徳

集
』
で
も
新
羅
明
神
は
竜
女
の
姉
妹
と
さ
れ
て
い
る
。な
お
、『
弘
鑁
口
説
』
に
は
、

「
清
滝
権
現
ハ
大
師
御
帰
朝
ノ
時
大
師
ト
御
同
船
有
テ
筑
紫
ヘ
御
着
岸
有
之
。
大

師
ハ
陸
地
ヲ
京
都
ニ
着
シ
給
フ
。
清
滝
ハ
盤
石
ト
成
テ
直
ニ
高
雄
山
ヘ
飛
ビ
給

フ
。
依
之
大
師
最
初
ノ
御
灌
頂
ハ
高
雄
ニ
テ
御
執
行
ア
リ
。
又
九
補
ノ
マ
タ
ラ
御

筆
ニ
テ
有
之
。
大
唐
ニ
テ
禅
福
寺
ノ
萬
タ
ラ
ヲ
写
サ
ル
云
々
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

「
九
補
ノ
マ
タ
ラ
」
に
つ
い
て
は
未
詳
。

（
38
）　

水
原
一
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
上
』（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）
頭
注

（
39
）　

以
下
、
日
本
古
代
中
世
の
占
星
法
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
森
田
龍
僊
『
密
教
占

星
法
』（
八
幡
書
店
、
二
〇
一
〇
年　

初
版
一
九
四
一
年
）、
速
水
侑
「
貴
族
社
会

と
秘
密
修
法
」（『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
五
年
）、同
「
星

宿
法
の
発
達
」（『
呪
術
宗
教
の
世
界
』
塙
新
書
、
一
九
八
七
年
）、
山
下
克
明
「
宿

曜
道
の
形
成
と
展
開
」（『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
岩
田
書
院
、
一
九

九
六
年　

初
出
一
九
九
〇
年
）、
同
「
密
教
修
法
と
陰
陽
道
」（『
平
安
時
代
陰
陽

道
史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年　

初
出
二
〇
一
二
年
）
を
参
考
に
し
て

い
る
。

（
40
）　

暦
法
家
と
し
て
の
一
行
の
事
績
は
加
地
哲
定
「
大
衍
暦
考
」（『
密
教
文
化
』
三

三
号
、
一
九
五
六
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
41
）　
『
宿
耀
儀
軌
』『
七
曜
星
辰
別
行
法
』『
北
斗
七
星
護
摩
法
』『
梵
天
火
羅
九
曜
』

な
ど
。
い
ず
れ
も
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
21
』
所
収
。

（
42
）　

醍
醐
寺
憲
深
口
述
『
報
物
集
』。
翻
刻
は
、
林
文
子
「〈
翻
刻
〉『
報
物
集
』」（『
醍

醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
一
四
号
、
一
九
九
四
年
）

（
43
）　

美
濃
部
重
克
「「
火
羅
図
」
の
解
読
付
『
平
家
物
語
』
巻
二
「
一
行
阿
闍
梨
之

沙
汰
」（
上
）・（
下
）」（『
美
濃
部
重
克
著
作
集
２

中
世
文
学
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
三
年　

初
出
二
〇
〇
八
・
二
〇
〇
九
年
）。
そ
の
ほ
か
牧
野
和
夫
「
延
慶

本
『
平
家
物
語
』
と
真
言
祖
師
伝
」（『
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
説
話
と
学
問
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年　

初
出
一
九
九
五
年
）、
同
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』

巻
第
一
末
第
六
話
「
一
行
阿
闍
梨
流
罪
事
」
と
「
天
道
」
の
こ
と
」（
前
掲
）
も

参
照
。

（
44
）　

十
世
紀
前
半
の
淳
祐
の
著
作
『
石
山
七
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
44
』
所
収
）

に
「
梵
天
火
羅
図
云
」（
胎
蔵
界
下
）
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
が
、
伝
来
を
確
認

で
き
る
早
い
例
で
あ
る
。
ま
た
、
勧
修
寺
法
務
寛
信
の
『
小
野
類
秘
鈔
』（『
真
言

宗
全
書
36
』
所
収
）
に
は
、
応
和
年
間
、
東
密
の
僧
法
蔵
が
「
火
羅
図
」
に
つ
い

て
陰
陽
師
賀
茂
保
憲
と
論
争
に
及
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
45
）　

武
田
和
昭
「
東
寺
蔵
・
火
羅
図
の
分
析
」（『
星
曼
荼
羅
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一

九
九
五
年　

初
出
一
九
九
三
年
）

（
46
）　

引
用
は
旧
大
系
に
依
る
。

（
47
）　

武
田
注（
45
）前
掲
論
文
。
こ
の
論
文
で
武
田
氏
は
、
東
寺
本
と
、
天
永
四
年
（
一

一
一
三
）
に
書
写
さ
れ
た
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
本
（
東
寺
宝
菩
提
院
旧
蔵
）
の
星
曼
荼

羅
残
闕
（「
重
要
文
化
財
」
編
纂
委
員
会
編
『
解
説
版
新
指
定
重
要
文
化
財
１

絵
画
１

』
所
載
）
お
よ
び
『
九
曜
秘
暦
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
図
像
七
』
所
収
）

と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
真
鍋
俊
照
「
火
羅
図
の
図
像
と
成
立
」（『
密
教

図
像
と
儀
軌
の
研
究
下
』
法
蔵
館
、二
〇
〇
一
年　

初
出
一
九
八
二
年
）
も
参
照
。

（
48
）　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
78
』
№
2484

（
49
）　

村
山
修
一
氏
は
「
属
星
供
」
が
鎌
倉
幕
府
で
も
頻
繁
に
行
わ
れ
た
実
態
を
指
摘

し
て
い
る
が
（「
鎌
倉
武
家
社
会
の
陰
陽
道
」『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
塙
書
房
、

一
九
八
一
年
）、
鎌
倉
で
行
わ
れ
た
「
属
星
供
」
が
当
年
属
星
を
祀
る
当
年
星
供

だ
っ
た
可
能
性
も
排
除
し
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
50
）　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
21
』
№
1308

（
51
）　

な
お
、
一
行
の
『
大
日
経
疏
』
巻
五
は
「
日
天
眷
属
布
諸
執
曜
」
と
記
し
て
お

り
、『
密
教
大
辞
典
』（「
九
曜
曼
荼
羅
」）
は
こ
れ
を
論
拠
に
早
く
か
ら
日
天
曼
荼

羅
と
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
た
。

（
52
）　

た
だ
し
、
一
行
説
話
の
〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
と
東
寺
本
と
を
同
一
視
す
る
美
濃
部

氏
の
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。
複
雑
な
構
成
を
持
つ
東
寺
本
が
一
日
で
制
作
さ

れ
た
と
は
考
え
難
い
う
え
、
一
行
説
話
の
本
文
は
、
袈
裟
に
血
で
「
九
曜
ノ
形
」

だ
け
を
描
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
十
二
宮
・
二
十
八
宿
や
そ
の
説

明
書
き
ま
で
が
描
き
込
ま
れ
る
東
寺
本
と
は
合
致
し
な
い
。〈
九
曜
曼
荼
羅
〉
は
、

東
寺
本
よ
り
も
格
段
に
簡
略
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解

で
あ
る
。

（
53
）　

牧
野
注（
43
）前
掲
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
と
真
言
祖
師
伝
」。
な
お
、
長
門

本
も
一
行
の
法
脈
を
記
し
て
い
る
が
、
牧
野
氏
に
よ
れ
ば
、
長
門
本
の
八
祖
の
順

は
延
慶
本
の
そ
れ
よ
り
、
時
代
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
門
本
は
「
抑

一
行
阿
闍
梨
と
申
は
、
も
と
は
天
台
一
行
三
ま
い
の
禅
師
な
り
」
と
い
う
延
慶
本

に
な
い
一
文
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
行
を
明
雲
の
隠
喩
と
し
て
読
み
た
い

が
た
め
の
弥
縫
策
で
あ
ろ
う
。『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
第
一
末
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
延
慶
本
が
書
写
の
際
に
長
門
本
の
こ
の
一
文
を
脱
落
さ

せ
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
首
肯
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
長
部
注

（
５

）前
掲
論
文
が
、「
従
来
の
一
行
伝
の
研
究
は
天
台
側
か
ら
は
天
台
宗
の
人
だ

と
す
る
し
、
真
言
側
か
ら
は
真
言
宗
の
人
だ
と
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
一
行
に
は
天
台
に
も
真
言
に
も

宗
祖
と
し
て
位
置
づ
け
ら
得
る
側
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉

室
町
時
代
の
天
台
で
は
、「
一
行
禅
師
は
遠
く
置
き
去
ら
れ
、
伝
教
・
慈
覚
・
智

証
の
三
大
師
が
台
密
の
宗
祖
と
し
て
仰
が
れ
る
様
に
」
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り

（
長
部
和
雄
「
一
行
禅
師
撰
と
伝
え
る
一
群
の
偽
託
書
」『
一
行
禅
師
の
研
究
』
北

辰
堂
、
一
九
九
〇
年　

初
出
一
九
五
五
年
）、
一
行
は
も
っ
ぱ
ら
真
言
の
祖
と
い

う
認
識
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
54
）　

藤
巻
尚
子
「
一
行
阿
闍
梨
」（
大
津
雄
一
他
編
『
平
家
物
語
大
事
典
』
東
京
書
籍
、

二
〇
一
〇
年
）

（
55
）　

た
と
え
ば
冨
倉
徳
次
郎
は
「『
平
家
物
語
』
が
こ
の
説
話
（
引
用
者
注
│
│
九

曜
曼
荼
羅
縁
起
譚
）
を
こ
こ
に
書
い
て
い
る
の
は
、
特
に
真
言
宗
と
の
関
連
を
つ

け
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
雲
の
流
さ
れ
に
関
連
し
て
引
い
た
ま
で
と
考

え
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
（『
平
家
物
語
全
注
釈
上
』）。

（
56
）　

拙
稿
「
明
雲
流
罪
事
件
の
再
検
討
」（『
人
文
』
一
四
号
、
二
〇
一
五
年
）

EN
G
LISH

 SU
M
M
A
R
Y

Is Ichigyou-ajari a m
etapher for M

youn?
R
ereading the E

ngyoubon H
eike-m

onogatari
M
A
T
SU

SH
IT

A
 K

enji

　

T
he H

eike-m
onogatari quotes a historical tale about Ichigyou-ajari, 

describing the M
youn exile incident. It has been considered to be an 

allegory and Ichigyou-ajari is a m
etaphor of M

youn. H
ow
ever, in 

E
ngyoubon H

eike-m
onogatari, there are differences in the character 

relationship betw
een the M

youn exile incident and the historical tale. 
T
he difference enables us to speculate that the allegory is intention-
ally broken. In addition, E

ngyoubon H
eike-m

onogatari uses the w
ords 

“Sanm
aya-kai” and “K

uyou-m
andara”, w

hich signify O
njou-ji and Sin-

gon-shu. T
herefore, M

youn is not related to Ichigyou-ajari in 
Engyoubon, and E

ngyoubon H
eike-m

onogatari possibly denies the 
conventional im

age of the M
youn exile incident m

ade by the 
Enryaku-ji.
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T
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